


「結い」でつながる「まち」づくりを
須

す

藤
ど う

 健
け ん い ち

一  国立民族学博物館長

　

豊
か
な
海
と
陸
の
資
源
に
恵
ま
れ
た
三
陸

か
ら
房
総
に
か
け
て
の
太
平
洋
沿
岸
の
目
を

覆
い
た
く
な
る
惨
状
。
そ
の
う
え
、
福
島
第
一

原
発
の
忌
ま
わ
し
い
事
故
が
重
な
る
。

　

三
陸
海
岸
に
「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
と
い

う
こ
と
ば
が
あ
る
。
津
波
の
と
き
は
他
人
に

お
か
ま
い
な
く
各
自
で
逃
げ
ろ
、
と
い
う
教

訓
。
明
治
の
三
陸
大
津
波
（
一
八
九
六
年
）
で

二
万
二
〇
〇
〇
人
を
失
っ
た
経
験
か
ら
う
ま

れ
た
と
い
う
。
戦
後
、
人
び
と
は
こ
の
よ
う

な
自
己
防
衛
だ
け
で
な
く
、
長
大
な
防
潮
堤

を
築
き
、避
難
訓
練
を
く
り
か
え
す
な
ど
、「
万

全
な
」
津
波
対
策
を
講
じ
て
き
た
。
し
か
し
、

東
日
本
大
震
災
は
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

前
に
は
い
か
な
る
人
間
の
営
み
も
あ
ら
が
え

な
い
こ
と
を
実
証
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
、
被
災
地
の
み
な
さ
ま
は
希
望

を
胸
に
、
自
ら
の
力
と
国
・
行
政
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ

な
ど
の
支
援
を
活
用
し
て
、
復
旧
・
復
興
に

歩
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
復
興
の
手

掛
か
り
と
な
る
話
を
紹
介
し
よ
う
。
ひ
と

つ
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
サ
ン
ゴ
礁
島
民
の
体

験
。
一
五
〇
年
前
に
大
波
が
島
を
洗
い
、
作

物
が
全
滅
し
た
と
き
、
首
長
は
島
民
の
半
数

を
遠
く
の
高
島
（
火
山
島
）
に
集
団
移
住
さ

せ
た
。
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
も
二
島
の
住
民

は
相
互
訪
問
し
、
災
害
時
の
援
助
や
伝
統
文

化
の
交
換
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ふ
た
つ
目

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
島
中
部
地
震

（
二
〇
〇
六
年
）
の
話
。
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ

地
方
で
は
、
ゴ
ト
ン
ロ
ヨ
ン
と
い
う
相
互
扶

助
の
慣
行
が
村
の
生
活
を
支
え
て
き
た
。
こ

の
慣
行
は
、
震
災
後
に
も
生
か
さ
れ
、
若
者

が
自
前
の
材
料
と
労
力
を
出
し
あ
っ
て
家
を

再
建
し
、
村
を
復
興
さ
せ
た
。
ふ
た
つ
の
話
は
、

平
坦
な
島
の
住
人
が
現
住
地
の
他
に
も
住
め

る
場
を
も
つ
こ
と
、復
興
に
は
日
本
の
「
結
い
」

の
よ
う
な
人
と
人
の
信
頼
と
つ
な
が
り
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
過
程
で
、

被
災
地
で
生
活
を
共
に
す
る
人
び
と
が
互

い
を
支
え
合
う
多
様
な
つ
な
が
り
の
も
と
に
、

あ
ら
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
ま
ち
）
と
市
民
社

会
を
築
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
し
て
、
わ

た
し
た
ち
は
今
こ
そ
、
便
利
で
楽
な
「
よ
り
よ

い
く
ら
し
」
志
向
か
ら
、
自
然
と
の
つ
な
が
り

を
見
直
し
、「
身
の
丈
に
あ
っ
た
く
ら
し
」
の

あ
り
よ
う
を
再
考
す
る
と
き
か
も
知
れ
な
い
。

　

み
ん
ぱ
く
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し

て
、
ま
た
博
物
館
と
し
て
こ
の
苦
難
に
ど
の

よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
。
第
一
に
は
、
被
災

地
の
研
究
者
が
、
本
館
の
研
究
資
料
を
利
用

で
き
る
種
々
の
研
究
支
援
を
お
こ
な
い
、
第

二
に
は
、
被
災
地
の
博
物
館
、
資
料
館
、
寺

社
な
ど
の
壊
れ
た
文
化
財
や
民
俗
資
料
な
ど

の
保
存
や
修
復
な
ど
を
手
伝
い
、
第
三
に
は
、

海
外
に
む
け
て
日
本
の
状
況
、
と
り
わ
け
教

育
研
究
の
現
況
に
つ
い
て
の
的
確
な
情
報
を

送
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
復
興
に
生
か
す
た

め
に
も
、
後
世
の
人
び
と
に
二
度
と
味
わ
わ

せ
な
い
た
め
に
も
、「
悲
惨
な
記
憶
」
を
記
録

に
と
ど
め
る
こ
と
が
文
化
人
類
学
と
そ
の
関

連
す
る
研
究
分
野
の
大
事
な
し
ご
と
に
な
る
。
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出
会
う
―
異
文
化
と
の
接
触
と
交
渉 

関せ
き 

雄ゆ

う

じ二
　
民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

唐
突
な
出
会
い

ア
メ
リ
カ
展
示
場
最
初
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
展
示
全
体
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
語
る
「
出

会
う
」
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
人
類
が
渡
っ
た
の
は
、
今
か
ら
一
万
四
〇
〇
〇

年
前
ご
ろ
と
も
い
わ
れ
る
。
以
来
、
北
半
球
の
亜
極
地
域
か
ら
南
半
球
の
亜
極
地

域
に
ま
で
拡
散
し
た
人
類
は
、
一
五
世
紀
の
末
に
な
る
ま
で
、
旧
大
陸
と
ほ
と
ん

ど
接
触
を
も
た
ぬ
ま
ま
、
古
代
文
明
を
含
む
独
自
の
文
化
を
築
き
上
げ
た
。
そ
の

意
味
で
、ク
リ
ス
ト
バ
ル・コ
ロ
ン
（
コ
ロ
ン
ブ
ス
）
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
「
発

見
」
は
、
こ
の
地
で
暮
ら
す
先
住
民
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
一
方
的
な
見
方
で

あ
る
ば
か
り
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
植
民
地
化
に
よ
っ
て
、
自
文
化
を
変
容

さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
悲
劇
の
意
味
合
い
が
強
い
。

相
互
交
渉
が
始
ま
る

し
か
し
な
が
ら
、
抑
圧
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
あ
ら
た
な
も
の
も
生
み
だ
し
た
。
先

住
民
は
、
植
民
地
下
、
文
明
化
と
称
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
西
洋
起
源
の
衣
服
に

太
古
の
む
か
し
か
ら
育
ん
で
き
た
技
術
を
適
用
し
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
あ
ら
わ
す
紋
様
を
縫
い
込
み
、
世
界
で
も
屈
指
の
染
織
文
化
を
築
い
た
。
ま
た

強
制
布
教
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
、
自
ら
の
世
界
観
の
枠
組
み
で
組
み
替
え
、
ア

メ
リ
カ
大
陸
独
自
の
宗
教
世
界
を
創
り
だ
し
た
。
ア
メ
リ
カ
展
示
場
の
新
構
築
で

は
、
そ
う
し
た
人
類
史
上
ま
れ
な
規
模
の
成
熟
し
た
文
化
同
士
の
遭
遇
と
、
そ
の

後
の
相
互
交
渉
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
文
化
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
視
線
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
外
部
と
の
つ
な
が
り
に
も
向
け
ら
れ
る
。
西
洋

基
準
の
普
及
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
植
民
地
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
確

か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
現
象
は
一
方
向
だ
け
に
作

用
し
た
の
で
は
な
い
。
展
示
で
示
す
よ
う
に
、
旧
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
サ
ト

ウ
キ
ビ
の
栽
培
は
瞬
く
間
に
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
広
が
り
、
世
界
的
拠
点
と
な
る
一

方
で
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
ア
メ
リ
カ
大
陸
原
産

ア
メ
リ
カ
展
示
が
変
わ
る
の
は
今
回
で
三
度
目
と
な
る
。

一
九
八
六
年
、そ
れ
ま
で
不
足
し
て
い
た
中
米
地
域
の
資
料
収
集
が
進
ん
だ

こ
と
を
受
け
、一
部
改
編
を
お
こ
な
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
は
、地
域
別
展
示
を
改
め
、文
化
を
理
解
す
る
た
め
の
基
本
展

示
と
し
て「
食
べ
る
」「
着
る
」「
祈
る
」の
三
つ
の
コ
ー
ナ
ー
を
も
う
け
、さ
ら

に
地
域
テ
ー
マ
展
示
の
コ
ー
ナ
ー
を
つ
く
っ
た
。

今
回
は
、地
域
テ
ー
マ
展
示
を「
創
る
」コ
ー
ナ
ー
に
改
め
た
。そ
こ
で
は
、ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
現
を
試
み
る
作
家
た
ち
の
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

既
存
の「
食
べ
る
」「
着
る
」「
祈
る
」の
コ
ー
ナ
ー
も
手
直
し
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、こ
れ
ま
で
の
知
の
あ
り
か
た
が
大
幅
に

変
わ
り
つ
つ
あ
り
、新
し
い
価
値
が
探
し
求
め
ら
れ
て
い
る
。そ
の
た

め
に
は
世
界
を
多
角
的
に
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、中
米
、南
米
、カ
リ
ブ
海
ま
で
広

く
ア
メ
リ
カ
大
陸
全
体（
ア
メ
リ
カ
ス
）に
お
け
る
多
様
性
と
歴
史

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
た
な
ア
メ
リ
カ
展
示
が
、そ
の

一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。�

（
八や
す
ぎ杉 

佳よ
し
ほ穂

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部
）

「クランの移住神話」
H0268555

カーニバルの衣装
H0203720 〜 H0203724

トウモロコシ

祭壇「パチャママの門」 H0210691

土人形（歯医者）
H0210115

文
化
交
渉
の 
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

―
あ
た
ら
し
く
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
展
示
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宗
教
カ
レ
ン
ダ
ー
か
ら 

民
族
移
動
を
見
る

中な
か
ま
き牧 

弘ひ
ろ
ち
か允

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

中国系アメリカ人の顧客向けカレンダー
H0268826

カトリックの日伯司牧協会が発行したカレンダー

の
栽
培
植
物
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
由
で
世
界
中
に
拡
散
し
、
食
卓
の
風
景
を
変
え
、

人
類
の
飢
餓
を
救
っ
た
。

真
剣
勝
負
は
続
く

そ
し
て
、
現
在
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
速
度
を
も
っ
て
拡
大
す
る
世
界
経
済
の
中
心
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
大
陸
の
隅
々
に
ま
で
こ
の
状
況
は
波
及
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
作
用
は
一
方
向
で
は
な
い
。
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
は
、
た

と
え
ば
、
ペ
ル
ー
起
源
の
チ
チ
ャ
や
テ
ク
ノ
ク
ン
ビ
ア
な
ど
、
都
市
に
移
住
し
た

先
住
民
や
混
血
メ
ス
テ
ィ
ソ
が
創
っ
た
音
楽
の
西
欧
進
出
を
助
け
、
ま
た
考
古
学

者
や
人
類
学
者
が
示
す
過
去
や
現
在
の
文
化
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
観
光
市
場
を

に
ら
ん
だ
民
芸
品
の
創
作
の
糧
と
な
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
な
か
に
は
西
洋

社
会
が
産
み
だ
し
た
美
術
市
場
に
乗
り
出
し
、
芸
術
家
を
名
乗
る
者
さ
え
登

場
し
て
き
て
い
る
。

こ
れ
も
そ
れ
も
、
植
民
地
化
の
試
練
に
耐
え
な
が
ら
も
、
生
存
を
模
索
し

続
け
る
こ
と
が
可
能
な
ほ
ど
先
住
民
が
育
ん
だ
文
化
の
蓄
積
が
膨
大
で
あ
っ

た
が
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
変
容
を
生
み
出
す
モ
デ
ル
と
な
る
ほ
ど
西

欧
文
化
の
側
に
も
パ
ワ
ー
と
魅
力
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
真
剣
勝
負
の
文
化
交
渉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
各
展
示
コ
ー

ナ
ー
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

日
づ
け
を
語
ら
な
い

「
祈
る
」
の
空
間
に
は
時
間
表
象
に
か
か
わ
る
三
つ
の
展
示
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
巨
大
な
「
ア

ス
テ
カ
の
暦
石
」、
も
う
ひ
と
つ
は
「
ア
ン
デ
ス
の
暦
」、
そ
し
て
あ
ら
た
に
加
わ
っ
た
現
代
の

宗
教
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。

「
ア
ス
テ
カ
の
暦
石
」
に
は
死
滅
し
た
四
つ
の
時
代
や
一
周
期
二
六
〇
日
の
暦
法
が
絵
画
的
に

刻
ま
れ
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
の
国
立
人
類
学
博
物
館
を
代
表
す
る
展
示
資
料
（
複
製
）
で
あ
り
、

民
博
の
開
館
当
初
か
ら
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
前
の
ア
メ
リ
カ
文
明
を
象
徴
し
て
き
た
。

か
た
や
「
ア
ン
デ
ス
の
暦
」
は
二
〇
〇
三
年
の
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
と
き
に
初
登
場
し
た
。

ス
ペ
イ
ン
人
が
も
ち
込
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
と
先
住
民
の
信
仰
が
融
合
し
た

一
二
カ
月
の
年
中
行
事
が
造
形
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
後
の
ア
ン
デ
ス
社
会

が
う
み
だ
し
た
宗
教
変
容
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
両
者
と
も
暦
と
命
名
さ
れ
て
は
い
る
が
、
日
に
ち
を
知
る
も
の
で
は
な
い
。
ア

ス
テ
カ
の
時
間
観
や
ア
ン
デ
ス
の
年
中
行
事
が
表
象
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
日
づ
け
の
点
で
は

ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
。

多
様
性
を
示
す

今
回
、
よ
う
や
く
日
づ
け
の
つ
い
た
カ
レ
ン
ダ
ー
が
仲
間
入
り
し
た
。
と
は
い
え
、
年
月
日

を
示
す
の
が
主
た
る
目
的
で
は
な
い
。

ね
ら
い
は
、
特
に
二
〇
世
紀
以
降
、
ア
ジ
ア
や
中
東
か
ら
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
あ
る
い

は
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
の
諸
宗
教
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
伝で
ん
ぱ播

し
た
事
実
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
だ
け
で
ア
メ
リ
カ
ス
の
宗
教
を
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
カ
レ
ン
ダ
ー

は
民
族
移
動
や
宗
教
伝
播
を
あ
ら
わ
す
展
示
資
料
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

新
世
界
で
競
い
合
う

カ
ト
リ
ッ
ク･

カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
メ
キ
シ
コ
や
ブ
ラ
ジ
ル
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
の
ほ

か
に
、
シ
カ
ゴ
大
司
教
区
の
発
行
し
た
凝
っ
た
も
の
が
あ
る
。
く
わ
え
て
韓
国
系
や
日
系
の

信
者
に
向
け
た
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
日
本
人
の
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し

た
も
の
は
、
出
移
民
を
出
エ
ジ
プ
ト
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ど
、
移
民
の
歴
史
を
聖
書
の
聖
句
で

意
義
づ
け
た
す
ぐ
れ
も
の
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト･

カ
レ
ン
ダ
ー
と
し
て
は
米
国
の
ラ
ジ
オ
伝
道
の
も
の
と
韓
国
系
メ
ソ
デ
ィ
ス

ト
教
会
の
も
の
を
選
択
し
た
。
前
者
は
、
旺
盛
な
宣
教
精
神
と
そ
れ
を
さ
さ
え
る
支
援
者
の
存
在

に
、
後
者
は
米
国
に
お
け
る
民
族
教
会
と
し
て
の
役
割
に
そ
れ
ぞ
れ
注
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。

太
平
洋
を
越
え
て
米
国
に
渡
っ
た
移
住
者
集
団
に
は
中
国
人
や
イ
ン
ド
人
も
含
ま
れ
る
。
中
国

系
雑
貨
店
が
作
成
し
顧
客
に
配
っ
た
も
の
に
は
干
支
（
戌い
ぬ

）
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
、「
福
」
の
字

が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
太
陰
太
陽
暦
（
中
国
の
農
暦
）
の
日
づ
け
も
つ
い
て
い
る
。
か
た
や
イ
ン

ド
系
の
商
店
で
配
ら
れ
て
い
た
の
は
商
売
繁
盛
や
知
恵
の
神
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
る
象
の
ガ

ネ
ー
シ
ャ
を
図
案
化
し
た
も
の

で
あ
る
。

他
方
、
日
本
の
宗
教
カ
レ
ン

ダ
ー
に
は
ひ
と
月
分
の
日
め
く

り
が
多
い
。
年
一
二
回
同
じ
文

言
を
な
が
め
、
教
祖
の
教
え
を

あ
り
が
た
く
味
読
す
る
こ
と
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
日
常
の
生
活
倫
理
が
日
系

宗
教
の
ひ
と
つ
の
魅
力
で
あ
る

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
新
世
界
の
ア
メ

リ
カ
ス
に
は
今
や
ア
ジ
ア
系
の

宗
教
が
渡
来
し
、
大
西
洋
を

渡
っ
た
先
着
の
キ
リ
ス
ト
教
な

ど
と
、
し
の
ぎ
を
け
ず
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ウシの仮面
H0126922

ワシの頭つき首飾り
H0219579
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イ
ヌ
イ
ッ
ト
は
一
九
四
〇
年
代

末
に
石
製
彫
刻
の
制
作
を
は
じ
め
、

一
九
五
〇
年
代
末
に
は
版
画
の
制

作
を
導
入
し
た
。
極
北
地
域
の
動

物
の
姿
、
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
伝
統
的

な
生
活
や
世
界
観
な
ど
を
描
い
た
、

「
イ
ヌ
イ
ッ
ト
ら
し
さ
」
が
伝
わ
る

作
品
が
制
作
さ
れ
、
現
在
で
は
イ

ヌ
イ
ッ
ト
・
ア
ー
ト
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

予
期
せ
ぬ
問
題

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
作
品
は
民
族

学
博
物
館
で
展
示
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
に

な
る
と
欧
米
の
美
術
館
に
よ
る
収

集
と
展
示
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
れ

は
ア
ー
ト
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ

と
を
意
味
し
、
作
品
の
価
格
が
上

昇
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
取
扱
い

も
美
術
品
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
に
は
予
期

せ
ぬ
問
題
が
発
生
し
た
。

カ
ナ
ダ
で
は
ア
ー
ト
作
品
に
は

展
示
権
と
著
作
権
が
存
在
し
、
そ

れ
ら
を
展
示
す
る
場
合
や
出
版
す

る
場
合
に
は
、
博
物
館
や
美
術
館

の
所
有
物
で
あ
っ
て
も
原
作
者
の

許
諾
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
日

本
で
も
民
族
学
資
料
で
あ
っ
て
も

特
定
の
作
家
が
つ
く
っ
た
ア
ー
ト

作
品
で
あ
る
限
り
、
そ
の
写
真
の

利
用
に
際
し
て
は
著
作
権
の
処
理

が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

苦
労
の
末
に

今
回
の
新
構
築
や
二
〇
〇
九

年
度
民
博
特
別
展
に
お
い
て
イ
ヌ

イ
ッ
ト
版
画
を
出
版
し
た
り
、
展

示
で
写
真
を
利
用
し
た
り
す
る
た

め
に
、
作
家
自
身
も
し
く
は
関
係

者
か
ら
許
諾
を
と
る
必
要
が
生
じ

た
。
こ
の
た
め
、
作
家
や
、
亡
く

な
っ
た
作
家
の
家
族
を
探
し
出
し
、

連
絡
を
と
る
な
ど
し
た
が
、
大
変

に
煩
雑
で
、
骨
が
折
れ
た
。
そ
の

一
方
で
、
見
知
ら
ぬ
作
家
や
そ
の

家
族
と
の
接
触
を
試
み
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
の
作
品
が
わ
た
し

に
は
よ
り
身
近
な
も
の
に
な
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
。

イヌイット・アートと著作権　岸
き し が み

上 伸
の ぶ ひ ろ

啓　民博 先端人類科学研究部

「魔法をかけられたフクロウ」（ケノジュアク・アシェバク作、１９６０年）
写真提供：ケープ・ドーセット美術

猛
暑
の
大
阪
か
ら

二
〇
一
〇
年
夏
、
大
阪
は
記
録
的
な
猛
暑
と
な
っ
た
が
、
米
国
南
西
部
は

比
較
的
涼
し
く
、
深
夜
近
く
に
ア
リ
ゾ
ナ
州
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
の
空
港
に

降
り
立
っ
た
と
き
に
は
鳥
肌
が
立
つ
ほ
ど
肌
寒
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

二
〇
〇
三
年
以
来
九
度
目
と
な
っ
た
米
国
先
住
民
ホ
ピ
の
保
留
地
訪

問
の
目
的
は
、
民
博
の
ア
メ
リ
カ
展
示
新
構
築
の
た
め
の
資
料
収
集
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
も
、
そ
こ
に
暮
ら
す
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

経
営
者
か
ら
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
お
礼
に
、
作
品
を
購
入
す
る
こ

と
は
何
度
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
宝
飾
品
の
購
入
自
体
は
、
そ
れ
ほ

ど
大
変
な
任
務
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
訪
問

の
目
的
で
あ
る
資
料
収
集
は
、
単
に
モ
ノ
と
し
て
の
宝
飾
品
収
集
だ
け

を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
素
材
購
入
か
ら
完
成
ま
で
の
一
連

の
作
品
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
映
像
資
料
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
が
も

う
ひ
と
つ
の
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

不
安
を
抱
き
な
が
ら

米
国
先
住
民
に
限
ら
な
い
が
、
先
住
民
一
般
を
学
術
調
査
の
対
象
と
設

定
す
る
場
合
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
な
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
資

料
収
集
に
つ
い
て
も
同
様
で
、

展
示
・
公
開
を
前
提
と
し

た
映
像
資
料
の
撮
影
が
決

ま
っ
て
か
ら
は
、
被
写
体
と

な
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
け
で

は
な
く
、
彼
が
属
す
る
村
落

の
指
導
者
と
、
ホ
ピ
・
ト
ラ

許
可
な
く
撮
る
べ
か
ら
ず

伊い

と

う藤 

敦あ
つ
の
り規

　
民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

イ
ブ
政
府
の
文
化
行
政
担
当

で
あ
る
文
化
保
存
局
か
ら
の

調
査
・
撮
影
許
可
の
取
得
に

向
け
た
交
渉
を
繰
り
返
す
こ

と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
米
国
南
西
部

の
先
住
民
の
多
く
は
、
保
留

地
内
に
点
在
す
る
村
落
の
屋

外
で
の
写
真
・
ビ
デ
オ
撮
影
、

ス
ケ
ッ
チ
な
ど
あ
ら
ゆ
る
記

録
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
。

特
に
仮
面
儀
礼
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
と
き
に
は
、
宗
教

結
社
の
成
員
が
観
光
客
な
ど
の
よ
そ
者
の
行
動
に
監
視
の
目
を
光
ら
せ

る
。
幸
い
、
宝
飾
品
制
作
プ
ロ
セ
ス
は
工
房
内
で
の
撮
影
が
可
能
で
あ
る

た
め
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
村
落
の
指
導
者
か
ら
は
メ
ー
ル
で
の
数
回
の
や

り
と
り
で
撮
影
の
許
可
が
下
り
た
。
た
だ
し
、
ト
ラ
イ
ブ
政
府
の
担
当
者

と
の
事
前
の
交
渉
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
撮
影
目
的
等
の
説
明
を

伴
う
政
府
機
関
で
の
面
談
が
条
件
と
さ
れ
た
。
フ
ラ
ッ
グ
ス
タ
ッ
フ
か
ら

一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
保
留
地
へ
と
車
を
走
ら
せ
て
い
る
と

き
も
、
不
安
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
被
写
体
と
な
る
予
定
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
フ
ォ
ロ
ー
も
あ
り
、
一
時
間
ほ
ど
の
面
談
の
後
に
ト
ラ
イ
ブ

政
府
づ
け
の
期
間
限
定
の
「
調ラ

イ

セ

ン

ス

査
・
撮
影
許
可
証
」
が
発
給
さ
れ
た
。

ふ
り
返
っ
て
み
る
と

本
館
展
示
場
で
流
れ
て
い
る
制
作
工
程
の
映
像
や
情
報
端
末
に
よ
る

作
品
解
説
な
ど
は
、
長
期
間
に
お
よ
ぶ
交
渉
の
賜
た
ま
も
ので
も
あ
る
。
今
思
い
返

す
と
、
近
郊
都
市
の
空
港
に
降
り
立
っ
た
と
き
に
感
じ
た
肌
寒
さ
は
、
い

よ
い
よ
直
接
交
渉
の
日
が
近
づ
い
た
こ
と
へ
の
緊
張
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

今回の資料収集で取得した、 
調査・撮影許可証と資料の展示等に関する同意書の数々

「クランの移住神話」（H0268555）を制作する
ホピのジェロ・ロマベンティマ氏
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古
代
の
や
き
も
の
造
り
の
再
興

チ
ュ
ル
カ
ナ
ス
の
や
き
も
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
ペ
ル
ー
北
部
ピ
ウ

ラ
県
チ
ュ
ル
カ
ナ
ス
市
で
誕
生
し
た
新
し
い
工
芸
品
で
あ
る
。
し
か
し
、

制
作
者
組
合
の
作
品
紹
介
や
販
売
業
者
の
商
品
宣
伝
で
は
、
ペ
ル
ー
北

海
岸
の
古
代
文
化
、
と
り
わ
け
ビ
ク
ス
文
化
（
紀
元
前
後
～
六
〇
〇
年

ご
ろ
）
と
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
連
続
性

は
一
九
世
紀
中
葉
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
ピ
ウ
ラ
県
に
は
、
チ
チ
ャ
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
醸
造
酒
）

の
生
産
や
運
搬
に
使
わ
れ
る
や
き
も
の
造
り
の
慣
行
が
ふ
る
く
か
ら

伝
わ
っ
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
初
め
、
ビ
ク
ス
土
器
の
出
土
を
契
機

と
し
て
、
若
い
陶
工
の
あ
い
だ
で
古
代
の
制
作
技
法
や
装
飾
モ
チ
ー
フ

を
取
り
入
れ
た
新
し
い
や
き
も
の
を
造
ろ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
た
。

当
時
、
診
療
所
の
看
護
婦
を
勤
め
て
い
た
米
国
人
修
道
女
グ
ロ
リ
ア
・

ジ
ョ
イ
ス
が
、
北
米
先
住
民
の
美
術
や
ア
ン
デ
ス
考
古
学
の
知
識
を
彼

ら
に
伝
え
、
創
作
活
動
を
支
援
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
「
サ
ニ
ョ
・

時
代
を
記
録
す
る
や
き
も
の

齋さ
い
と
う藤 

晃あ
き
ら

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

カ
マ
ヨ
ク
」（
や
き
も
の
師
）
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
メ

ン
バ
ー
の
ひ
と
り
ヘ
ラ
シ
モ
・
ソ
サ
が
ビ
ク
ス
土
器
の
装
飾
技
法
を
再

現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
チ
ュ
ル
カ
ナ
ス
の
や
き
も

の
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
た
。

「
今
」
を
伝
え
る

チ
ュ
ル
カ
ナ
ス
の
や
き
も
の
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
相
互
に
関
連

す
る
一
連
の
変
化
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
。

①�

古
代
土
器
の
出
土
を
契
機
と
す
る
地
域
の
歴
史
の
創
作
。
ビ
ク
ス
土

器
の
制
作
者
が
現
代
の
ピ
ウ
ラ
の
人
び
と
の
祖
先
と
み
な
さ
れ
、
そ

こ
か
ら
、
失
わ
れ
た
祖
先
の
や
き
も
の
造
り
を
再
興
し
よ
う
と
す
る

運
動
が
生
じ
る
。

②�

他
者
の
視
点
の
内
面
化
に
よ
る
自
画
像
の
構
築
。
地
域
の
自
然
や
人

間
の
暮
ら
し
が
文
化
や
伝
統
と
よ
ば
れ
る
有
機
的
総
体
と
み
な
さ
れ
、

そ
の
総
体
が
近
代
化
や
西
洋
化
に
よ
り
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
真
正
な
世

界
の
あ
り
よ
う
と
理
解
さ
れ
、
保
護
や
救
済
の
対
象
と
な
る
。

③�

日
用
品
の
民
芸
品
へ
の
転
換
。
チ
チ
ャ
の
生
産
や
運
搬
に
使
わ
れ
て

い
た
や
き
も
の
が
、
実
用
性
を
失
っ
て
装
飾
・
観
賞
用
の
作
品
に
な

る
と
と
も
に
、
地
域
の
文
化
や
伝
統
を
体
現
す
る
民
芸
品
へ
と
変
貌

す
る
。

や
き
も
の
の
制
作
者
自
身
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
シ
モ
・
ソ
サ
は
、
自
分
の
作
品
の
風
物
描

写
を
ビ
ク
ス
土
器
の
動
物
像
や
人
間
像
と
比
較
し
て
、
や
き
も
の
造
り

は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
一
種
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

や
き
も
の
師
の
つ
と
め
は
、
む
か
し
も
今
も
、
自
分
が
生
き
る
時
代
を

記
録
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ビ
ク
ス
土
器
が
古
代
の
自

然
や
人
間
の
姿
を
今
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
チ
ュ
ル
カ
ナ
ス
の
や

き
も
の
も
、
や
が
て
消
滅
す
る
だ
ろ
う
現
代
の
ピ
ウ
ラ

県
の
風
物
を
後
世
へ
伝
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

出
会
い
は
一
〇
年
前

新
し
い
展
示
を
準
備
す
る
に
あ
た
っ
て
わ
た
し
が
思
い
浮
か
べ
た
の

は
、
メ
キ
シ
コ
の
オ
ア
ハ
カ
州
で
制
作
さ
れ
る
ア
レ
ブ
リ
ヘ
だ
っ
た
。
そ

れ
は
二
〇
〇
一
年
の
夏
以
来
わ
た
し
の
瞳
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
州
都

オ
ア
ハ
カ
市
の
近
郊
に
あ
る
サ
ン
・
バ
ル
ト
ロ
・
コ
ヨ
テ
ペ
ッ
ク
村
の
資

料
館
を
訪
問
し
た
際
、
明
る
い
日
が
差
す
パ
テ
ィ
オ
に
置
か
れ
た
不
思

議
な
オ
ブ
ジ
ェ
が
目
に
と
ま
っ
た
。
ア
ル
マ
ジ
ロ
の
木
彫
で
、
甲
羅
と

尾
は
グ
レ
ー
、
胴
は
水
色
で
彩
色
さ
れ
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
形
が
印
象
的

だ
っ
た
。
そ
の
日
の
午
後
オ
ア
ハ
カ
市
に
も
ど
っ
て
民
芸
品
店
を
覗の
ぞ

く

と
、
た
く
さ
ん
の
ア
レ
ブ
リ
ヘ
が
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
が

つ
い
た
。
カ
ラ
フ
ル
な
装
飾
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
動
物
た
ち
。
愛あ
い
き
ょ
う嬌あ

る

表
情
。
ア
レ
ブ
リ
ヘ
と
は
「
空
想
的
な
生
き
物
」
の
工
芸
品
の
こ
と
で

あ
る
。

雰
囲
気
を
出
し
た
い

二
〇
〇
九
年
、
民
博
に
ア
レ
ブ
リ

ヘ
を
展
示
す
る
こ
と
が
正
式
に
決
ま

り
、
資
料
収
集
の
た
め
同
じ
オ
ア
ハ

カ
州
の
サ
ン
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ア
ラ

ソ
ラ
村
を
訪
問
し
た
。
こ
こ
は
ア
レ

ブ
リ
ヘ
の
里
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

作
家
の
工
房
の
前
に
は
そ
れ
と
わ
か

る
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
木
彫

同
様
ど
の
看
板
も
個
性
的
で
、
村
全

体
に
創
造
的
な
雰
囲
気
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。
な
ん
と
か
こ
の
感
じ

を
民
博
の
展
示
場
で
も
再
現
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
て

わ
た
し
は
、
木
彫
だ
け
で
な
く
看
板
も
集
め
る
こ
と
に
し
た
。

看
板
を
下
ろ
さ
せ
る

ア
ン
ト
ニ
オ
・
マ
ン
ダ
リ
ン
氏
は
こ
の
村
で
名
人
と
目
さ
れ
る

作
家
の
一
人
で
あ
る
。
彼
の
評
判
は
オ
ア
ハ
カ
州
立
民
衆
芸
術
美
術
館

館
長
の
カ
ル
ロ
マ
グ
ノ
・
ペ
ド
ロ
氏
か
ら
聞
い
て
い
た
。
マ
ン
ダ
リ
ン

氏
の
家
は
村
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
、
眺
め
の
よ
い
工
房
か
ら
は
、
サ
ポ

テ
カ
族
の
山
上
遺
跡
モ
ン
テ
・
ア
ル
バ
ン
が
手
に
と
る
よ
う
に
臨
め
る
。

彼
の
作
品
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
が
、
わ
た
し
が
気
に
入
っ
た
の
は
看
板

の
方
だ
っ
た
。ARTESANIAS�M

ANDARIN

（
民
芸
品
マ
ン
ダ
リ
ン
）

と
い
う
文
字
と
と
も
に
ア
レ
ブ
リ
ヘ
の
典
型
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
ド

ラ
ゴ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
薄
い
金
属
性
で
、
展
示
す
る
に
は

手
ご
ろ
な
大
き
さ
だ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
交
渉
に
入
っ
た
。
人
の
よ
い
マ

ン
ダ
リ
ン
氏
は
、
最
初
は
当
惑
ぎ
み
だ
っ
た
も
の
の
、
看
板
を
売
却
す

る
こ
と
に
同
意
し
て
く
れ
た
。
問
題
は
金
額
で
あ
る
。
わ
た
し
も
彼
も

ま
る
で
見
当
が
つ
か
な
い
。
わ
た
し
は
た
め
し
に
思
い
つ
い
た
額
の
半

額
を
い
っ
て
み
た
。
彼
は
無
言
。
ど
う
返
事
し
た
ら
よ
い
か
困
っ
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
こ
に
す
か
さ
ず
割
っ
て
入
り
、
そ
の
五
割
増
し
の

値
段
を
主
張
し
た
の
は
、
し
っ
か
り
者
の
彼
の
奥
さ
ん
だ
っ
た
。
交
渉

成
立
。
わ
た
し
も
収
集
予
算
を
有
効
に
使
え
た
気
が
し
て
満
足
だ
っ
た
。

け
っ
し
て
無
理
強
い
し
た
つ
も
り
は
な
い
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
わ

た
し
は
名
人
の
看
板
を
下

ろ
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
マ

ン
ダ
リ
ン
氏
が
看
板
を
新

調
し
、
ま
す
ま
す
円
熟
し

た
作
品
を
生
み
出
し
て
い

く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

名
人
の
看
板

鈴す

ず

き木 

紀も
と
い

　
民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

アントニオ・マンダリン氏と彼の作品

木彫（アルマジロ）H0268544

甕（チチャ売り）
H0205415

土人形（チチャ造り）
H0210591

背景：土人形「豊穣」　H0210476木彫（ウサギ）H0268543

マンダリン氏の玄関に掲げられていた看板。
現在はアメリカ展示場に展示中　H0268529
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布
を
め
ぐ
る
人
類
学
的
研
究
の
見
方
・
方
法
を
よ

り
大
き
な
見
取
り
図
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
最
近

は
学
生
や
若
い
研
究
者
の
な
か
に
、
手
仕
事
、
工

芸
、
物
づ
く
り
に
関
心
を
寄
せ
る
人
が
増
え
て
い

る
。
そ
の
あ
い
だ
に
生
産
的
対
話
を
育
て
る
に
も
、

こ
う
し
た
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
人
に
だ
け
、
そ

の
思
考
能
力
だ
け
に
主
役
の
座
を
与
え
る
の
で
な

く
、
モ
ノ
や
環
境
か
ら
人
が
作
り
出
さ
れ
も
す
る

こ
と
を
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
こ
と
ば
で
示
し
、

人
類
学
や
人
文
社
会
科
学
を
越
え
た
広
い
貢
献
が

で
き
る
研
究
を
目
指
し
て
い
る
。

布
の
風
合

「
風
合
・
ふ
う
あ
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
布
に

つ
い
て
語
る
と
き
よ
く
使
わ
れ
る
。
布
に
手
で
触

れ
た
り
身
に
ま
と
っ
た
り
し
て
、
柔
ら
か
さ
、
ざ

く
っ
と
し
た
感
じ
、
そ
の
他
な
ん
で
も
身
体
に
感

じ
る
感
触
か
ら
「
軽
い
風
合
」、「
し
な
や
か
な
風

合
」、
さ
ら
に
は
「
涼
し
い
風
合
」、「
麻
の
よ
う

な
風
合
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
う
。
触
感
に
限

ら
れ
て
い
る
訳
で
も
な
く
、
色
、
柄
そ
の
他
見
た

目
の
感
じ
、
匂
い
な
ど
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
含
ん
だ

総
合
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
身
に
ま
と
っ
て
涼
し

い
の
か
暖
か
い
の
か
も
風
合
の
内
だ
。
も
し
英
語

に
す
る
な
ら
「
フ
ィ
ー
ル feel

」
が
近
い
の
だ
ろ

う
。
手
に
と
り
身
に
つ
け
て
使
う
モ
ノ
を
、
人
は

す
べ
て
総
合
的
感
覚
で
捉
え
る
の
だ
が
、
布
に
つ

い
て
特
に
い
わ
れ
る
「
風
合
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

布
と
の
つ
き
あ
い
に
肌
で
感
じ
る
微
妙
で
多
様
な

感
覚
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
。

布
が
人
に
働
き
か
け
る

博
物
館
・
美
術
館
で
布
が
展
示
さ
れ
て
い
た
と

す
る
。
目
で
眺
め
る
だ
け
で
は
何
と
も
物
足
り
な

い
の
だ
が
、
し
ば
し
ば
「
手
で
触
れ
な
い
で
く
だ

さ
い
」
と
い
う
注
意
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
見
る

だ
け
で
な
く
、
手
に
と
り
指
先
に
触
れ
、
裏
を
返

し
、
さ
ら
に
は
掌

て
の
ひ
らに
乗
せ
て
重
さ
・
軽
さ
を
確
か

め
、
腰
に
巻
い
た
り
肩
に
羽
織
っ
た
り
し
て
み
て
、

よ
う
や
く
ほ
ん
と
う
に
「
見
た
」
こ
と
に
な
る
の

が
布
で
あ
る
。

布
は
帆
船
の
帆
に
も
な
り
、
工
業
用
に
も
使
わ

れ
る
が
、
ま
ず
は
身
に
つ
け
る
布
か
ら
考
え
た
い
。

単
に
身
に
つ
け
る
と
い
う
よ
り
、
産
着
か
ら
弔
い

ま
で
、
一
生
身
を
包
ん
で
人
か
ら
離
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
人
の
外
部
に
あ
っ
て
人
が
利
用
す
る
も

の
と
い
う
よ
り
、
個
々
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身

近
な
環
境
の
一
部
、
ま
る
で
意
志
を
も
っ
て
人
に

働
き
か
け
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
モ
ノ
と
人
の

相
互
作
用
を
考
え
る
の
に
、
布
は
あ
り
ふ
れ
て
身

近
な
も
の
だ
が
、
と
て
も
興
味
深
い
研
究
の
材
料

を
与
え
て
く
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
い
き
さ
つ

わ
た
し
を
含
め
た
こ
の
機
関
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
、

伝
統
染
織
の
生
産
や
消
費
の
研
究
を
ア
ジ
ア
各
地

で
進
め
て
き
た
。
焼
き
物
や
剪せ

ん

紙し

の
研
究
者
も
お

り
、
比
較
の
仕
事
で
支
え
て
く
れ
て
い
る
。
と
は

い
っ
て
も
、
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
自
分
で
布
を

織
っ
た
り
染
め
た
り
す
る
技
を
も
た
な
い
人
類
学

畑
の
研
究
者
で
あ
る
。

布
の
研
究
と
い
う
と
、
紡
ぎ
・
織
り
・
染
め
の

技
や
道
具
・
素
材
の
研
究
、
で
き
あ
が
っ
た
布
の

文
様
や
色
の
分
類
的
研
究
が
土
台
と
な
る
。
こ
れ

が
狭
い
意
味
の
「
モ
ノ
」
の
研
究
と
す
る
と
、
人

類
学
者
は
布
の
生
産
・
流
通
・
消
費
に
か
か
わ
る

「
人
」
の
研
究
の
方
に
、
お
も
な
関
心
を
注
い
で

き
た
。
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
人
び
と
が
ど
ん
な
関

係
で
つ
な
が
り
、
何
の
た
め
に

布
を
作
っ
て
い
る
の
か
、
技
は

ど
の
よ
う
に
世
代
を
越
え
て
受

け
継
が
れ
る
の
か
と
い
う
研
究

で
あ
る
。
ま
た
、
わ
た
し
自
身

が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
ワ
島

の
バ
テ
ィ
ッ
ク
（
更さ

ら

紗さ

）
を
め

ぐ
る
研
究
を
し
て
き
た
よ
う
に
、

特
定
の
地
域
の
特
定
の
布
に
焦

点
を
当
て
た
、
い
わ
ゆ
る
モ
ノ

グ
ラ
フ
的
研
究
が
多
く
生
み
出

さ
れ
て
い
る
。

研
究
の
目
標

今
始
ま
っ
た
わ
た
し
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

目
指
し
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、「
モ
ノ
」
と
し
て

の
布
の
研
究
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
「
人
」
の
研
究

と
を
つ
な
ぎ
、
モ
ノ
と
人
の
相
互
作
用
を
考
え
る

こ
と
で
あ
る
。
人
が
ど
う
布
を
作
り
使
う
か
と
い

う
一
方
的
な
見
方
で
は
な
く
、
布
の
人
に
与
え
る

作
用
・
影
響
を
も
含
め
た
ふ
た
つ
に
切
り
離
せ
な

い
関
係
を
突
き
止
め
た
い
。
先
に
触
れ
た
風
合
と

い
う
こ
と
も
、
そ
の
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
で
あ
る
。

布
の
消
費
者
だ
け
で
は
な
く
、
作
る
人
も
売
る
人

も
素
材
や
製
品
に
影
響
さ
れ
、
全
感
覚
を
通
じ
て

モ
ノ
や
環
境
と
交
流
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

も
っ
と
見
通
し
の
良
い
こ
と
ば
・
概
念
で
語
る
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
第
二
に
目
指
す
の
は
、

個
々
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
研
究
を
横
に
つ
な
い
で
、

布からモノの働きを知る

わたしたちは今、「布と人間の人類学的研究」というプロジェクトを新しく始めたところである。
これは、民博が進めている機関研究「マテリアリティの人間学」の一環となる。
布の人類学的研究、さらには布と人間の人類学的研究といっても対象は広く漠然としている。
何を目指しているのか。

関
せ き も と

本 照
て る

夫
お

民博 先端人類科学研究部

ジャワのスタンプバティック職人

ラオスの国内難民村に開いた布市場

北タイの村、男の織手は少ない

機
関
研
究

マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
人
間
学

「
布
と
人
間
の
人
類
学
的
研
究
」

	

２
０
１
1
年
1
月
～
２
０
１
3
年
３
月

代
表
者
：
関
本 

照
夫
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特
別
展

「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」

み
ん
ぱ
く
初
代
館
長
・
梅
棹
忠
夫
の
軌
跡
を
た
ど

り
未
来
を
み
つ
め
る
特
別
企
画

日
本
の
ど
の
よ
う
な
問
題
も
、
日
本
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
、
そ
ん
な
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
へ
の

知
的
好
奇
心
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
世
界
中
を
あ
る
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
感
動
を
記
録
し
た
、
梅
棹
忠
夫
の
生
涯

を
、
み
ん
ぱ
く
で
「
探
検
」
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
、
世
界
へ
の
あ
く
な
き
好
奇
心
を
お
持
ち
帰
り
く

だ
さ
い
。

会
期　

6
月
14
日
（
火
）
ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館 

講
堂

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
（
13
時
開
場
）

定
員　
４
５
０
名
（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　
無
料
（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
、
観
覧
料
が
必
要
で
す
。）

第
3
9
7
回　

6
月
18
日（
土
）

布
・
人
・
技
、そ
し
て
環
境

講
師　
関
本
照
夫 （
国
立
民
族
学
博
物
館　

特
任
教
授
）

モ
ノ
と
人
の
関
係
、
人
と
人
の

関
係
を
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
布

作
り
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。
モ

ノ
は「
で
き
る
」
の
か
、「
作
ら

れ
る
」の
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
。

人
が
布
を
作
る
と
い
う
の
が
常

識
で
す
。
で
も
人
は
、
モ
ノ
や

環
境
を
自
由
に
操
る
万
能
の
存

在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
モ
ノ
、

技
、
人
が
絡
み
合
う
環
境
か
ら

モ
ノ
も
人
も「
出
き
て
く
る
」と

見
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

国立民族学博物館友の会　電話06-6877-8893（平日9時～17時）　FAX06-6878-3716  
 http://www.senri-f.or.jp/      e-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

電話  06-6876-3112
FAX  06-6876-0875
e-mail shop@senri-f.or.jp
水曜日定休

ウェブサイトもご覧ください。
オンラインショップ
「World Wide Bazaar」

http://www.senri-f.or.jp/shop/

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

友の会

国立民族学博物館
ミュージアム・ 
ショップ

梅
棹
忠
夫
が
１
９
４
０
年
に
樺
太
に
て
イ
ヌ
ぞ
り
の
研
究
で
描

い
た
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
ま
し
た
。

サ
イ
ズ
は
A
６
、
A
５
、
A
４
の
３
種
類
。

『
梅
棹
忠
夫
の
こ
と
ば
』
小
長
谷
有
紀
著
は
梅
棹
忠
夫
の
書
い

た
文
章
の
中
か
ら
、
１０
の
テ
ー
マ
ご
と
に
１０
の
こ
と
ば
を
選
ん

で
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
知
的
山
脈
を
の
ぼ
る
た

め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
、
絶
対
に
お
す
す
め
で
す
。

【
研
究
部
の
新
メ
ン
バ
ー
】

伊
藤
敦
規 

助
教
（
文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
）
が

４
月
１
日
付
け
で
着
任
し
ま
し
た
。
日
本
学
術
振

興
会
特
別
研
究
員
（
P
D
）・
国
立
民
族
学
博
物
館

を
経
て
現
職
。
専
門
は
社
会
人
類
学
、
ア
メ
リ
カ

先
住
民
研
究
。
論
文
に
「
博
物
館
標
本
資
料
の
情

報
と
知
識
の
協
働
管

理
に
向
け
て
」、「
協

働
作
品
と
し
て
の

『
ホ
ピ
・
ズ
ニ
作
家
展
』

―
北
米
先
住
民
の

知
的
財
産
保
護
に
向

け
た
日
本
で
の
実
践
」

な
ど
が
あ
る
。

齋
藤
玲
子 

助
教
（
民
族
文
化
研
究
部
）
が
４
月
１

日
付
け
で
着
任
し
ま
し
た
。
北
海
道
立
北
方
民
族

博
物
館
学
芸
員
を
経
て
現
職
。
専
門
は
北
方
地
域

先
住
民
の
文
化
人
類
学
、
特
に
ア
イ
ヌ
民
族
と
北

西
海
岸
先
住
民
。
著
作
に
「
極
北
地
域
に
お
け
る

毛
皮
革
の
利
用
と
技
術
」（
北
海
道
大
学
出
版
会　

『
環
北
太
平
洋
の
環
境

と
文
化
』
所
収
）、

『
極
北
と
森
林
の
記
憶

―
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と

北
西
海
岸
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
版
画
』（
共
編

／
昭
和
堂
）
な
ど
が

あ
る
。

菅
瀬
晶
子 

助
教
（
民
族
社
会
研
究
部
）
が
４
月
１

日
付
け
で
着
任
し
ま
し
た
。
日
本
女
子
大
学
ほ
か

非
常
勤
講
師
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
学
融
合
推

進
セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
員
を
経
て
現
職
。
専
門
は

文
化
人
類
学
、
中
東
地
域
研
究
。
こ
と
に
東
地
中

海
ア
ラ
ブ
地
域
。
著
書

に
『
イ
ス
ラ
エ
ル
の

ア
ラ
ブ
人
キ
リ
ス
ト

教
徒
』（
渓
水
社
）、『
新

月
の
夜
も
十
字
架
は

輝
く

―
中
東
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
』（
山
川

出
版
社
）な
ど
が
あ
る
。

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

会
場　
国
立
民
族
学
博
物
館　
第
５
セ
ミ
ナ
ー
室

定
員　

96
名
（
当
日
先
着
順
、
会
員
証
提
示
）

第
3
9
6
回　

6
月
4
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

梅
棹
忠
夫
と
民
族
誌
写
真

講
師　
𠮷
田
憲
司
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

日
本
写
真
家
協
会
会
員
で
も
あ
っ
た
梅
棹
忠
夫
先
生
は
、
民
族

学
調
査
で
の
写
真
の
活
用
に
つ
い
て
独
自
の
見
識
の
も
と
、
世

界
各
地
で
、
そ
の
地
に
暮
ら
す
人
び
と
の
姿
を
カ
メ
ラ
に
収
め

ま
し
た
。「
梅
棹
忠
夫
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
民
博
に
寄
贈
さ

れ
、
現
在
そ
の
整
理
や
情
報
化
作
業
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
企

画
展
「
民
族
学
者　

梅
棹
忠
夫
の
眼
」
の
開
催
に
あ
わ
せ
、
梅

棹
先
生
が
カ
メ
ラ
・
レ
ン
ズ
を
通
じ
て
眼
を
凝
ら
そ
う
と
し
た

世
界
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
企
画
展
見
学
会
が
あ
り
ま
す
。

第
3
9
7
回　

7
月
2
日
（
土
）
14
時
〜
15
時

織
フ
ェ
ル
ト
の
敷
物
つ
く
り

―
か
れ
ら
は
な
ぜ
つ
く
り
続
け
る
の
か
？

講
師　
上
羽
陽
子
（
国
立
民
族
学
博
物
館 

助
教
）

東
京
講
演
会

第
98
回　

6
月
26
日
（
日
）
14
時
〜
15
時

梅
棹
忠
夫
先
生
の
学
問
世
界

講
師　
松
原
正
毅
（
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
、

国
立
民
族
学
博
物
館 

名
誉
教
授
）

梅
棹
忠
夫
先
生
は
、「
幻
視
の
行
為
者
」
と
し
て
の
人
生
を
あ
ゆ

ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
ゆ
み
は
、
み
ご
と
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で

す
。
梅
棹
先
生
の
学
問
世
界
を
さ
さ
え
て
い
た
三
つ
の
要
素
は
、

持
続
力
、
越
境
力
、
発
見
力
だ
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の

講
演
会
で
は
、
こ
の
三
つ
の
要
素
を
中
心
に
お
話
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

会
場　

東
京
都
中
小
企
業
会
館 

講
堂
（
銀
座
）

定
員　

1
3
0
名
（
要
申
込
）

「
友
の
会
」入
会
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中

6
月
末
ま
で
に
新
規
ご
入
会
の
方
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を

進
呈
し
て
い
ま
す
。
新
規
会
員
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
会
員
の

方
に
も
お
贈
り
し
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
入
会
く
だ
さ
い
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

◆
企
画
展

「
民
族
学
者　
梅
棹
忠
夫
の
眼
」

梅
棹
忠
夫
が
、
世
界
各
地
で
自
身
が
撮
影
し
た
写

真
の
な
か
か
ら
自
ら
46
点
を
選
び
、
国
内
各
地
で
開

催
し
た
写
真
展
「
民
族
学
者　

梅
棹
忠
夫
の
眼
」

を
再
現
し
ま
す
。

会
期　

6
月
14
日
（
火
）
ま
で

会
場　

本
館
展
示
場
内

◆
み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

詳
細
は
13
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

み
ん
ぱ
く
名
誉
教
授
が
梅
棹
先
生
の
人
柄
や
研
究

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
詳
細
は
24
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◆
み
ん
ぱ
く
映
画
会
／
み
ん
ぱ
く
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
海
を
飛
ぶ
夢
」

実
施
日　

5
月
28
日
（
土
）

時
間　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分　
（
開
場
13
時
）

会
場　

講
堂

定
員　

4
5
0
名

※
参
加
無
料
、
申
込
不
要

※
当
日
10
時
か
ら
会
場
入
口
に
て
整
理
券
配
付

お
問
い
合
わ
せ

広
報
企
画
室 

企
画
連
携
係

電
話　

0
6・
6
8
7
8・
8
2
1
0

公
開
ダ
ン
ス
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
イ
ン
ド
刺
繍
〜
思
い
と
出
会
う
・
願
い
で
つ
な

が
る
」

イ
ン
ド
西
部
の
刺
繍
と
の
出
会
い
を
も
と
に
、ダ
ン

ス
表
現
を
創
り
、発
表
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

実
施
日　

6
月
5
日
（
日
）

時
間　

10
時
〜
16
時
30
分

場
所　

第
５
セ
ミ
ナ
ー
室
、
第
７
セ
ミ
ナ
ー
室
な
ど

※
要
申
込（
見
学
は
自
由
で
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
）

※
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に

よ
り
中
止
と
な
っ
た
企
画
を
、
日
程
と
内
容
を
変
更
し
て

開
催
す
る
も
の
で
す
。
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見

舞
い
を
申
し
上
げ
、
早
期
の
復
興
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

特
別
展
「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」

関
連
商
品
の
ご
案
内

クリアファイル A６・２５０円、A５・３００円、A４・３５０円、３種セット ８００円
ポストカード （４種）各１０５円、４種セット ３８０円　※以上すべて税込
『梅棹忠夫のことば』河出書房新社

著者：梅棹忠夫　編著者：小長谷有紀　定価１，３６５円（税込）

み
ん
ぱ
く
ラ
ジ
オ  

〜
世
界
を
語
る
〜

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
お
話
を
ラ
ジ
オ
で
も

お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

ラ
ジ
オ
大
阪（
1
3
1
4
k
H
z
）

毎
週
水
曜
日　

23
時
30
分
か
ら
24
時

毎
日
新
聞
夕
刊
連
載「
旅
・
い
ろ
い
ろ
地
球
人
」

み
ん
ぱ
く
の
研
究
者
の
エ
ッ
セ
イ
が
毎
週
水
曜

日
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
詳
細
に
つ
い
て
は
、
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
9
時
か
ら
17
時
（
土
・

日
・
祝
を
除
く
）
で
す
。

第
3
9
6
回　

5
月
21
日（
土
）

【
特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」関
連
】

青
年
ウ
メ
サ
オ
タ
ダ
オ
の
学
問
形
成

講
師　
中
生
勝
美 （
桜
美
林
大
学 

教
授
）

聞
き
手　
小
長
谷
有
紀 （
国
立
民
族
学
博
物
館 

教
授
）

終
戦
間
際
の
張
家
口
に
、
伝
説

の
研
究
所
と
呼
ば
れ
た
西
北
研

究
所
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
の

研
究
所
の
半
分
以
上
の
所
員
が

著
名
な
人
類
学
・
生
態
学
の
学

者
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
発

表
で
、
若
き
日
の
ウ
メ
サ
オ
タ

ダ
オ
が
、
ポ
ナ
ペ
、
大
興
安
嶺
、

冬
の
モ
ン
ゴ
ル
草
原
縦
走
を
通

じ
て
、
ど
の
よ
う
に
学
問
形
成

を
し
た
の
か
、
1
9
9
8
年
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
ビ
デ
オ
テ
ー

プ
の
証
言
を
元
に
発
表
し
ま
す
。

■ウリヤンハイ L. テルビシ
　ウリヤンハイ T. チョローンエルデネ共編
『チベット・モンゴル対訳語彙集』

 国立民族学博物館調査報告 No.98

■松本博之編
『海洋環境保全の人類学 
  ―沿岸水域利用と国際社会』
 国立民族学博物館調査報告 No.97

■Tsuguhito Takeuchi, Burkhard Quessel
 and Yasuhiko Nagano(eds.)

Research Notes on the Zhangzhung 
Language by Frederick W. Thomas  
at the British Library (Bon Studies14)
 国立民族学博物館調査報告 No.99

刊行物紹介

１９８０年館長室にて
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写
真
に
と
ら
え
ら
れ
た
人
び
と
の
表

情
は
、み
な
や
わ
ら
か
く
、微
笑
み
を
た

た
え
た
も
の
も
多
い
。十
分
な
人
間
関
係

が
で
き
て
か
ら
、は
じ
め
て
カ
メ
ラ
を
構

え
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

梅
棹
が
一
九
八
六
年
に
失
明
す
る
ま

で
愛
用
し
て
い
た
カ
メ
ラ
は
、バ
ッ
グ
と

と
も
に
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。カ
メ

ラ
は
ニ
コ
ン
Ｆ
２
フ
ォ
ト
ミ
ッ
ク
Ａ
Ｓ
。

カ
メ
ラ
に
は
五
〇
ミ
リ
の
標
準
レ
ン
ズ

が
装
着
さ
れ
、バ
ッ
グ
の
な
か
に
は
、ほ

か
に
一
三
五
ミ
リ
の
望
遠
レ
ン
ズ
が
収
め

ら
れ
て
い
た
。し
か
し
、展
示
さ
れ
て
い

る
写
真
の
大
半
は
、望
遠
で
は
な
く
、標

準
レ
ン
ズ
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

自
身
の
目
に
見
え
る
、そ
の
大
き
さ
の
ま

像
情
報
と
言
語
情
報
と
の
合
成
物
で
あ

る
。こ
う
い
う
か
ん
が
え
か
ら
、わ
た
し

は
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
で
の
わ
た
し
の
作
品
に

対
し
て
も
、全
部
に
つ
い
て
、み
じ
か
く

は
あ
る
が
説
明
文
を
く
わ
え
た
。」

　

特
別
展「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」の
開

催
に
あ
わ
せ
て
公
開
す
る
こ
と
に
し
た

今
回
の
企
画
展（
六
月
一
四
日
ま
で
）で

は
、そ
の
説
明
文
も
含
め
、写
真
展「
民
族

学
者　

梅
棹
忠
夫
の
眼
」を
再
現
し
て
い

る
。民
族
学
者
・
梅
棹
忠
夫
が
、カ
メ
ラ
・

レ
ン
ズ
を
通
し
て「
眼
」を
こ
ら
し
た
世

界
。そ
の
世
界
を
あ
ら
た
め
て
み
つ
め
な

お
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

展
示
場
に
並
ぶ
四
六
点
の
写
真
と
そ

の
説
明
文
を
眺
め
て
み
る
と
、梅
棹
が
、

常
に
、人
と
人
、集
団
と
集
団
、あ
る
い
は

人
間
と
家
畜
の「
関
係
性
」を
意
識
し
な

が
ら
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
い

た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。た
と
え
ば
、一

四
ペ
ー
ジ
右
下
の
写
真
は
、一
九
八
〇
年

に
中
国
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

　

民
博
を
創
設
し
、初
代
館
長
を
務
め
た

梅
棹
忠
夫
は
、そ
の
生
涯
に
お
い
て
地
球

上
の
各
地
を
歩
き
、世
界
の
諸
民
族
の
生

活
を
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
に
丹
念
に

記
録
す
る
と
と
も
に
、人
び
と
の
姿
を
カ

メ
ラ
に
お
さ
め
た
。「
写
真
は
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ワ
ー
ク
の
た
め
の
武
器
と
し
て
欠

か
せ
な
い
も
の
だ
」と
梅
棹
は
い
う
。梅

棹
の
明め

い
せ
き晰

な
文
化
論
も
壮
大
な
文
明
論

も
、こ
の
地
に
足
の
つ
い
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ワ
ー
ク
を
も
と
に
築
き
あ
げ
ら
れ
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

一
九
八
二
年
の
段
階
で
、梅
棹
忠
夫
は
、

世
界
各
地
で
自
身
が
撮
影
し
た
写
真
の

な
か
か
ら
自
ら
四
六
点
を
選
び
、東
京 

銀
座
の
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
で
、写
真
展「
民

族
学
者　

梅
棹
忠
夫
の
眼
」を
開
催
し
た
。

そ
の
写
真
展
は
、そ
の
後
、二
〇
一
〇
年

ま
で
の
あ
い
だ
に
国
内
各
地
六
カ
所
で

開
催
さ
れ
た
。梅
棹
自
身
、「
こ
の
写
真
展

で
わ
た
し
が
し
め
し
た
か
っ
た
の
は
、こ

れ
ら
の
写
真
が
す
べ
て
民
族
学
の

フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
産
物
だ
、と
い

う
点
で
あ
っ
た
」と
述
べ
て
い
る
。

　

一
九
七
三
年
以
来
、日
本
写
真
家
協
会

の
会
員
で
も
あ
っ
た
梅
棹
は
、民
族
誌
写

真
に
つ
い
て
独
自
の
見
識
を
も
っ
て
い
た
。

「
わ
た
し
が
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
民
族

誌
写
真
に
は
、か
な
ら
ず
言
語
情
報
が
付

加
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か

ん
が
え
て
い
る
。
…
…
学
術
写
真
は
映

企画展「民族学者　梅棹忠夫の眼」展示風景

梅
棹
は
説
明
文
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

 

「
漢
族
。中
華
人
民
共
和
国
上
海
特
別
市

虹
橋
人
民
公
社
に
て
。中
庭
を
か
こ
ん
で

二
棟
の
家
屋
に
、四
世
代
一
八
人
が
い
っ

し
ょ
に
す
ん
で
い
る
。中
央
の
老
婦
人
が

第
一
世
代
で
、一
家
の
中
心
的
存
在
。た

だ
し
、炊
事
、食
事
は
各
核
家
族
に
わ
か

れ
て
い
る
。一
家
に
は
、農
業
従
事
者
も

あ
り
、工
員
も
い
る
。（
一
九
八
〇
）」

ま
に
対
象
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。そ
う
い
え
ば
、い
つ
だ
っ

た
か
、梅
棹
と
写
真
の
話
を
し
て
い
た
と

き
に
、梅
棹
が
こ
う
い
っ
て
い
た
こ
と
が

思
い
だ
さ
れ
る
。

「
民
族
誌
写
真
と
し
て
、人
の
生
活
や
、

立
っ
て
い
る
人
を
撮
影
す
る
と
き
に
は
、

し
ゃ
が
ん
で
撮
っ
て
は
い
け
な
い
」

　

つ
ま
り
、わ
た
し
た
ち
が
人
と
接
す
る

と
き
の
目
線
と
同
じ
位
置
に
、カ
メ
ラ
も

構
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。標
準
レ
ン
ズ
の
使
用
と
と
も
に
、人
び

と
の
世
界
を
等
身
大
に
と
ら
え
よ
う
と
い

う
梅
棹
の
姿
勢
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。

　

梅
棹
は
、彼
が
そ
の
研
究
生
活
を
通
じ

て
世
界
各
地
で
撮
影
し
た
約
四
万
点
の

写
真
を
、著
作
権
も
含
め
て
、生
前
に
す

べ
て
民
博
に
寄
贈
し
た
。民
博
で
は
、そ

の
公
開
に
向
け
て
、現
在
そ
れ
ら
の
写
真

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
て
い
る
。

　

企
画
展
示
場
に
並
ぶ
四
六
点
の
写
真

は
、そ
の
な
か
か
ら
、梅
棹
自
身
が
選
び

だ
し
て
、個
展
と
い
う
形
で
世
に
問
う
た

も
の
で
あ
る
。そ
こ
に
は
、民
族
学
者
・

梅
棹
忠
夫
の
ま
な
ざ
し
が
明
瞭
に
刻
印

さ
れ
て
い
る
。そ
の
ま
な
ざ
し
を
振
り
返

る
今
回
の
企
画
展
は
、同
時
に
、民
族
誌

写
真
の
意
味
、つ
ま
り
文
化
を
異
に
す
る

人
び
と
と
写
真
を
通
じ
て
か
か
わ
る
こ

と
の
意
味
と
重
み
を
、あ
ら
た
め
て
見
つ

め
直
す
機
会
で
も
あ
る
。

漢族。中華人民共和国上海特別市虹橋人民公社にて。（1980）
写真：梅棹忠夫　※説明文は、本文参照

特
別
展
「
ウ
メ
サ
オ 

タ
ダ
オ
展
」
関
連
・
写
真
展

企
画
展 

民
族
学
者
　
梅
棹
忠
夫
の
眼

会
期
：
6
月
14
日
ま
で
開
催
中

会
場
：
企
画
展
示
場
Ａ

チベット族。ネパール王国カトマンドゥ市郊外、スワヤンボナート寺
院にて。チベットのダライラマのラサからの脱出にともない、多数の
チベット人が国外に流出した。カトマンドゥにもかれらの居留テント
村が出現し、ラマ教寺院を中心に商業活動もさかんにおこなわれ
ている。写真はチベット族の母子。（1961） 写真・文：梅棹忠夫

梅棹忠夫愛用のカメラとバッグ

企
画
展
　「
民
族
学
者
　
梅
棹
忠
夫
の
眼
」
𠮷よ

し

田だ 

憲け
ん

司じ

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー  

写真展「民族学者　梅棹忠夫の眼」開催一覧

写真展「民族学者　梅棹忠夫の眼」は、これまで、以下の7会場で開催されている。
今回の企画展は、その展覧会を民博の企画展として再構成して公開したものである。

①銀座NIKON SALON 1982年10月26日－10月31日
②大阪NIKON SALON 1982年12月9日－12月15日
③千里ニュータウン開発記念室「ギャラリー」 1983年1月17日－1月31日
④神戸市立博物館 1983年3月15日－4月10日
⑤白馬村多目的ホール 1983年7月25日－8月7日
⑥大阪WTCコスモタワー JICAギャラリー 1997年9月12日－10月12日
⑦信濃毎日新聞社本社ロビー 2010年5月17日―6月5日
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「
ラ
ヂ
オ
塔
」を
訪
ね
歩
く

吉よ
し

井い 

正ま
さ
ひ
こ彦

メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
民
博 

元
客
員
教
授

散
策
と

思
索
の
径

放
送
史
の
な
か
で
埋
も
れ
て
い
た

ラ
ジ
オ
放
送
の
開
始
は
東
京
放
送
局（
A
K
）が
大
正
一
四
年
三
月
二
二
日（
仮
開
局
、
本
放
送
は
七
月
一
二
日
）。
こ
の

日
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
記
念
日
と
な
っ
て
い
る
。
大
阪
放
送
局（
B
K
）は
三
カ
月
遅
れ
て
六
月
一
日
に
開
局（
本
放
送
は
翌
年
一

二
月
一
日
）。
す
で
に
八
十
余
年
に
な
る
放
送
史
上
で
も
、「
ラ
ヂ
オ
塔
」は
一
部
の
局
史
に
記
述
が
あ
る
も
の
の
、
注
目
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
博
物
館
に
は
展
示
が
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
資
料
も
な
く
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
職
員
や
各
地
の
郷

土
史
担
当
者
も「
ラ
ヂ
オ
塔
」の
こ
と
ば
は
初
見
だ
と
い
う
。「
ラ
ヂ
オ
塔
」は
、
福
岡
・
春
日
小
学
校
で
は
校
歌
に
歌
わ
れ
、

三
重
県
熊
野
市
で
は
桜
の
名
所
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
送
信
ア
ン
テ
ナ
を
指
し
て
い
て
、
そ
れ
と
は
違
う
。

は
じ
ま
り
は
関
西
か
ら

書
面
上
は
「
公
衆
用
聴
取
施
設
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
標
準
型
は
四
角
形
の
石
造
り
か
木
製
で
、
高
さ
二
・
八
、
幅

一
・
五
メ
ー
ト
ル
。
な
か
に
は
受
信
機
が
入
っ
て
い
て
、
地
元
局
の
放
送
を
受
信
。
上
部
四
方
の
窓
に
は
ス
ピ
ー
カ
ー
が

内
蔵
さ
れ
て
い
て
、
お
腹
の
あ
た
り
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
放
送
が
一
〇
分
間
流
れ
て
自
動
的
に
切
れ
た
。

昭
和
五
年
六
月
一
五
日
、
大
阪
放
送
局
が
天
王
寺
公
園
旧
音
楽
堂
跡
に
設
置
し
た
の
が
全
国
初
（
大
阪
放
送
局
の
年

表
で
は
「
八
月

−

日
」
と
記
述
）。
塔
の
周
り
に
は
、
昭
和
三
年
に
（
全
国
放
送
は
翌
年
二
月
か
ら
）
は
じ
ま
っ
て
い
た

ラ
ジ
オ
体
操
に
愛
好
家
が
集
ま
り
、
ま
た
、
早
慶
戦
や
中
等
学
校
野
球
大
会
、
大
相
撲
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
中
継
に
は
人

だ
か
り
が
で
き
た
。
そ
の
姿
は
、
昭
和
一
〇
年
代
の
Ｂ
Ｋ
の
広
報
映
画
に
数
秒
映
っ
て
い
る
の
が
昨
年
判
明
し
た
が
、

塔
の
終し

ゅ
う
え
ん焉

に
つ
い
て
は
、
公
園
事
務
所
に
も
記
録
が
見
ら
れ
な
い
。

翌
六
年
に
は
、
奈
良
公
園
猿
沢
の
池
端
、
神
戸
・
湊
川
公
園
、
七
年
に
は
京
都
・
円
山
公
園
と
関
西
で
の
設
置
が
続
き
、

七
年
二
月
の
聴
取
契
約
一
〇
〇
万
件
突
破
を
機
に
全
国
に
拡
大
。
公
園
や
広
場
、
神
社
境
内
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
。
一
四

〜
一
五
年
度
に
急
増
す
る
が
、
日
中
戦
争
の
時
期
に
符
合
。
お
り
し
も
各
地
の
新
聞
は
、
新
聞
用
紙
供
給
制
令
（
一
三
年

九
月
）
に
よ
る
廃
刊
が
続
出
。
内
閣
情
報
局
主
導
に
よ
る
一
県
一
紙
へ
の
整
理
・
統
合
で
、
一
一
二
四
紙
（
一
三
年
九
月
）

が
五
四
紙
へ
（
一
七
年
一
二
月
）。
そ
の
背
景
に
は
報
道
統
制
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
戦
時
中
の
放

送
は
戦
意
高
揚
の
た
め
に
も
利
用
さ
れ
、
一
六
年
一
二
月
八
日
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
ニ
ュ
ー
ス
を
、「
ラ
ヂ
オ
塔
」
の
前

で
聞
い
た
人
も
多
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。『
ラ
ヂ
オ
年
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
一
七
年
版
で
は
全
国
三
四
六
カ
所
、
一
八
年
版

で
は
そ
の
後
さ
ら
に
一
一
一
カ
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
翌
年
以
降
は
年
鑑
の
発
行
が
な
く
一
覧
表
が
見
ら
れ
な
い
。
戦
況

激
し
く
な
る
と
と
も
に
、
受
信
機
や
ス
ピ
ー
カ
ー
な
ど
の
金
属
回
収
も
あ
り
、
設
置
は
一
七
年
度
が
最
後
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
こ
ろ
の
契
約
数
は
六
〇
〇
万
。
一
九
年
度
に
は
戦
前
の
ピ
ー
ク
七
四
七
万
に
達
し
た
。
思
い
返
せ
ば
テ
レ
ビ
開
局
時
、

プ
ロ
レ
ス
中
継
で
観
客
を
集
め
た
「
街
頭
テ
レ
ビ
」
の
光
景
が
折
り
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
ラ
ジ
オ
も
テ
レ
ビ
も
新
聞

同
様
に
世
論
操
作
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
、「
販
促
手
法
」
と
し
て
活
用
さ
れ
、
歴
史
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

関
西
を
歩
い
て
み
る
と

「
ラ
ヂ
オ
塔
」
は
放
送
協
会
が
設
置
し
、
地
元
へ
寄
付
す
る
の
が
基
本
だ
が
、
躯く

体た
い

は
地
元
自
治
体
が
設
置
し
、
受

信
機
と
ス
ピ
ー
カ
ー
は
協
会
が
寄
贈
し
た
と
こ
ろ
も
。
地
元
篤と

く

志し

か家
一
人
で
、
ま
た
、
近
隣
数
人
で
の
寄
付
に
な
る
と

こ
ろ
も
あ
り
、
こ
れ
ら
、
周
辺
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
埋
も
れ
て
い
て
、
聞
き
と
り
が
で
き
る
の
も
今
の
う
ち
だ
。

塔
本
体
は
京
都
で
は
、
円
山
公
園
、
船
岡
山
公
園
、
橘
・
紫

む
ら
さ
き
の
や
な
ぎ

野
柳
・
小
松
原
・
萩
の
児
童
公
園
、
八
瀬
公
園
、
御み

射さ

山や
ま

公
園
な
ど
八
カ
所
に
現
存
。
大
阪
で
は
大
阪
城
公
園
、
中
之
島
公
園
に
現
存
。
住
吉
公
園
で
は
デ
ザ
イ
ン
を
一

新
し
て
再
建
さ
れ
（
平
成
五
年
一
〇
月
）、
堺
・
大
浜
公
園
で
は
こ
の
春
レ
プ
リ
カ
が
再
興
さ
れ
、
夏
に
は
ラ
ジ
オ
体

操
が
復
活
す
る
。
兵
庫
で
は
、
神
戸
・
湊
川
公
園
、
尼
崎
・
庄
下
畔
公
園
、
明
石
・
中
崎
遊
園
地
（
当
時
）、
姫
路
・

姫
山
公
園
、
神
戸
・
東
遊
園
地
、
甲
子
園
球
場
前
、
宝
塚
公
園
、
洲
本
、
有
馬
町
役
場
前
、
阪
急
沿
線
伊
丹
な
ど
の

リ
ス
ト
が
あ
る
な
か
、
明
石
に
唯
一
現
存
し
て
お
り
、
市
の
都
市
景
観
賞
を
受
賞
し
て
い
る
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
）。

奈
良
、
和
歌
山
、
滋
賀
に
も
設
置
の
記
録
は
あ
る
が
現
存
し
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
横
浜
･
野の

げ毛
山や

ま

公
園
、
前
橋
･
前
橋
公
園
（
文
化
財
指
定
）、
金
沢
･
兼け

ん
ろ
く
え
ん

六
園
、
新
潟
・
白は

く
さ
ん山
公
園
、

静
岡
・
清
水
公
園
、
松
江
放
送
局
前
、
徳
島
城
址
公
園
な
ど
に
残
っ
て
い
る
。

今
後
の
活
用
と
展
開
は

現
在
放
送
を
流
し
て
い
る
の
が
新
潟
・
白
山
公
園
、
大
阪
・
住
吉
公
園
。
か
つ
て
は
学
区
や
町
内
会
単
位
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
ラ
ジ
オ
体
操
を
再
開
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築
に
活
用
す
る
べ
く
、
再
興
へ
の
動
き
が
始

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
災
害
時
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
複
層
化
の
要
請
か
ら
も
、
災
害
対
策
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る

行
政
防
災
無
線
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

明
石
で
ま
ち
歩
き
の
途
中
、
市
役
所
北
側
の
中
崎
公
園
に
ク
リ
ー
ム
色
の
塔
を
見
つ
け
た
。

「
ラ
ヂ
オ
塔
」
の
表
示
は
あ
る
が
案
内
板
が
な
い
。
市
役
所
に
飛
び
込
ん
で
、
相
談
係
や
文
化
財
係
に
聞
い
た
が
知
ら
な
い
と
い
う
。

公
園
係
が
よ
う
や
く
探
し
出
し
て
き
た
の
が
、
十
数
年
前
の
壁
面
塗
り
替
え
時
の
記
録
だ
っ
た
。

京
都
・
円ま

る
や
ま山
公
園
は
じ
め
、
い
く
つ
か
は
知
っ
て
い
た
が
、
ま
と
ま
っ
た
記
録
が
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
京
阪
神
を
手
始
め
に
調
査
に
歩
き
始
め
た
。

大阪・住吉公園
（平成５年再興。デザインは一新）

明石・中崎公園
（三面に「ラヂオ塔」と「明石市」の表示）

ラヂオ塔を囲んでの野球中継聴取風景。
京都・円山公園にて（当時）

堺・大浜公園（平成２３年３月再興）

横浜・野毛山公園（現存）
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門真市立砂子小学校の取り組み 
中国にルーツをもつ子どもたちのために

高
た か は し

橋 朋
と も

子
こ

大阪大学非常勤講師、日本学術振興会特別研究員

中国と日本、ふたつのルーツをもつ子どもたちが多く通う門真市立砂子小学校。

ふたつの文化に興味をもち、理解を深めるためのさまざまな取り組みが、教師と児童の二人三脚ですすめられている。

日
本
語
教
室
の一コ
マ

「
一
、
二
、
三
、
四
、
五
…
…
」
と
親
指
に
力
を
入
れ
て
、

数
字
を
一
生
懸
命
数
え
る
王
く
ん
の
声
が
教
室
に
響
く
。

「
一
〇
！
」
と
同
時
に
「
う
わ
、
負
け
や
ー
」
と
残
念
そ

う
に
い
う
先
生
を
見
て
、
い
つ
も
は
黙
っ
て
い
る
静
か
な

王
く
ん
が
ニ
ッ
コ
リ
と
得
意
満
面
に
笑
う
。
こ
こ
は
砂す

な

子ご

小
学
校
の
日
本
語
教
室
、
王
く
ん
と
先
生
が
指
ず
も
う
を

し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
後
、
い
ろ
い
ろ
な
表
情
が
並
ん
だ

絵
カ
ー
ド
を
見
て
王
く
ん
は
「
や
っ
た
ー
！
」
の
笑
顔
を

指
差
す
。「
こ
れ
は
『
う
れ
し
い
で
す
』
や
ね
」
と
先
生

が
い
う
と
、
王
く
ん
が
「
う
れ
し
い
で
す
」
と
続
け
る
。

来
日
当
初
は
、
首
を
横
に
振
る
か
縦
に
振
る
か
、
で
し
か

意
思
表
示
が
で
き
な
か
っ
た
王
く
ん
だ
が
、
三
カ
月
目
の

今
日
の
授
業
で
は
「
こ
の
こ
と
ば
に
漢
字
あ
る
？
」「
そ

れ
知
っ
て
る
」
な
ど
積
極
的
に
自
分
か
ら
話
す
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
砂
子
小
学
校
で
は
、
五
人
の
先
生
（
一
人

は
中
国
語
の
先
生
）
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ツ
を
も
つ
子

ど
も
た
ち
の
日
本
語
支
援
や
中
国
語
に
よ
る
母
語
支
援
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
来
る
ま
で
に
は
試
行
錯
誤
の
連
続

だ
っ
た
よ
う
だ
。「
い
ろ
ん
な
先
生
が
日
本
語
教
室
を
担

当
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
坂
田
校
長
先
生
の
方
針
か

ら
、
二
年
ご
と
に
日
本
語
教
室
の
担
当
教
師
が
交
代
す
る
。

日
本
語
教
育
の
プ
ロ
で
は
な
い
先
生
た
ち
は
、
目
の
前
の

子
ど
も
を
何
と
か
し
た
い
と
教
授
法
や
教
材
選
択
に
悪
戦

苦
闘
を
重
ね
て
自
分
な
り
の
や
り
方
を
会
得
し
て
い
く
。

週
に
一
度
日
本
語
支
援
に
訪
れ
て
い
る
わ
た
し
に
ま
で
、

「
な
ん
で
も
い
い
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
い
」
と
助

言
を
求
め
ら
れ
た
。「
わ
か
る
授
業
」
と
い
う
原
点
に
立

ち
返
る
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
が
連
日
遅
く
ま
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
日
本
語
教
室
は
子
ど
も
た
ち
だ
け
で

は
な
く
、
教
師
自
身
を
も
大
き
く
成
長
さ
せ
て
い
る
場
で

あ
る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

砂
子
小
学
校
の
取
り
組
み

門か
ど

真ま

市
立
砂
子
小
学
校
の
校
区
に
は
、
中
国
帰
国
者
が

集
住
し
て
い
る
三
つ
の
府
営
住
宅
が
あ
り
、
小
学
校
に
は

中
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
約
一
〇
〇
人
（
全

校
児
童
の
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
も
在
籍
し
て
い
る
。
校
内

で
は
大
声
で
中
国
語
を
話
す
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
普
通
に

見
ら
れ
、
中
国
語
が
飛
び
交
う
こ
の
状
況
は
、
日
本
人
児

童
に
も
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
参
観
日
に
、
二

年
生
女
児
の
保
護
者
に
「
お
子
さ
ん
は
中
国
の
友
だ
ち
と

遊
ん
で
い
ま
す
か
」
と
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
「
毎
日
遊
ん

で
ま
す
よ
、
娘
に
は
日
本
と
か
中
国
と
か
い
う
区
別
は
な

い
み
た
い
、『
友
だ
ち
や
し
遊
ん
で
る
』
っ
て
感
じ
で
す
。

わ
た
し
は
こ
れ
か
ら
中
国
語
の
時
代
や
し
『
中
国
語
教
え

て
も
ら
い
』
っ
て
い
っ
て
る
ん
や
け
ど
」
と
笑
い
な
が
ら

答
え
て
く
れ
た
。
保
護
者
に
も
こ
の
環
境
は
ご
く
自
然
に

受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
中
国
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ふ
た
つ
の
ル
ー
ツ
を
も
っ
て

い
る
ん
や
か
ら
、
二
倍
幸
せ
に
な
ら
な
あ
か
ん
」
と
い
う

校
長
先
生
の
こ
と
ば
が
示
す
と
お
り
、
こ
の
学
校
で
は
中

国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
活
動
で

き
る
機
会
が
多
い
。
こ
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、

「
フ
ィ
エ
ス
タ
す
な
ご
」、「
門
真
市
民
族
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」、「
門
真
春
節
祭
」
な
ど
砂
子
小
学
校
の
国
際
理
解
教

育
を
地
域
に
発
信
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
で
あ
っ
た
。

日
本
語
教
室
か
ら
は
、
男
子
児
童
に
よ
る
獅し

し子
舞ま

い

、
女

子
児
童
に
よ
る
「
竹
結
舞
」、「
火
把

（
た
い
ま
つ
祭

り
）」
の
踊
り
が
披
露
さ
れ
、
大
喝
采
を
浴
び
て
い
た
。

低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
舞
台
に
立
つ
誇
ら
し
げ
で

堂
々
と
し
た
高
学
年
の
姿
に
数
年
後
の
自
分
を
重
ね
合
わ

せ
、「
中
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
わ
た
し
」
に
気
づ
き
、
誇

り
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
だ
。
不
登
校
気
味
だ
っ
た
女
の

子
が
、「
民
族
衣
装
を
着
て
踊
り
た
い
」
一
心
で
学
校
に

来
て
誰
よ
り
も
熱
心
に
練
習
し
、
本
番
で
素
晴
ら
し
い
舞

踊
を
披
露
し
た
の
だ
が
、
そ
の
達
成
感
が
彼
女
を
強
く
し

た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
後
は
休
む
こ
と
も
な
く
学
校
生
活

を
送
っ
て
い
る
。
砂
子
小
学
校
を
訪
れ
る
人
は
、
わ
た
し

も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
が
非
常
に
元
気
で

の
び
の
び
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
き
っ
と
驚
く
だ
ろ
う
。

「
中
国
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
」
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
マ
イ

ナ
ス
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
プ
ラ
ス
で
「
ち
ょ
っ
と
自
慢
」

（
一
年
生
男
児
）
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
多
文
化
共
生
」の
場
と
し
て
の
砂
子
小
学
校

も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
砂
子
小
学
校
で
も
課
題
は
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、
日
本
生
ま
れ
の
「
中
国
に
ル
ー
ツ
を
も

つ
」
子
ど
も
た
ち
は
、
親
子
の
絆き

ず
な
の
言
語
で
あ
る
中
国
語

が
話
せ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。「
わ
た
し
の
娘
に
中
国

語
を
し
っ
か
り
教
え
な
か
っ
た
こ
と
を
今
で
も
後
悔
し
て

る
ん
で
す
」
と
い
う
中
国
語
の
先
生
は
、
同
じ
思
い
を
保

護
者
に
さ
せ
た
く
な
い
と
土
曜
日
に
図
書
室
を
利
用
し
て

中
国
語
母
語
教
室
を
開
い
て
い
る
。「
親
子
で
深
い
話
を

す
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
保
持
の
た

め
に
、
子
ど
も
が
親
の
祖
国
に
誇
り
を
も
つ
た
め
に
、
家

庭
で
も
っ
と
も
っ
と
中
国
語
を
話
し
て
ほ
し
い
」
と
中
国

語
の
先
生
は
日
々
親
へ
の
啓
発
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、

「
学
校
の
勉
強
の
ほ
う
が
大
事
」
と
い
う
親
が
多
く
、
母

語
保
持
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
の
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間

が
か
か
り
そ
う
だ
。

だ
が
、
声
高
に
「
多
文
化
共
生
」
を
叫
ば
な
く
て
も
、

小
さ
な
取
り
組
み
を
日
々
ひ
と
つ
ず
つ
積
み
重
ね
て
保
護

者
や
地
域
を
も
巻
き
込
ん
で
い
く
な
か
で
、
砂
子
小
学
校

は
「
日
本
の
子
ど
も
た
ち
も
中
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど

も
た
ち
も
互
い
に
そ
の
違
い
を
認
め
合
い
、
胸
を
張
っ
て

生
き
て
い
け
る
場
」
と
し
て
着
実
に
歩
を
進
め
て
い
る
。

校
歌
の
な
か
の
「
～
翼
に
傷
が
つ
い
た
そ
ん
な
と
き
に
こ

そ　

深
い
絆
で
結
ば
れ
た　

友
情
と
共
に　

帯
着
友
情
和

勇
気　

携
手
迎
向
光
明
未
来　

前
を
見
て
進
む　

友
情
と

共
に
～
」
と
い
う
歌
詞
は
そ
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

フィエスタすなごで３年生が披露する「中国ごま」

民族フェスティバルで踊りを
披露する５年生女子児童

１年生の日本語初期指導 
１対１で丁寧におこなわれている 

砂子小学校の玄関に入ると、日中両言語のあいさつが迎えてくれる

門真市立砂子小学校　http://www.cwk.zaq.ne.jp/k-sunago/
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こ
ど
も
の
日
と

鯉
の
ぼ
り

成
長
を
ね
が
う

端
午
の
節
句
は
日
本
で
は
五
節
句
の
ひ

と
つ
。
三
月
三
日
の
上じ

ょ
う
し巳
の
節
句
（
桃
の

節
句
、
雛ひ

な

ま
つ
り
）
に
つ
づ
く
本
来
は
旧

暦
の
行
事
で
あ
る
。
桃
に
し
ろ
菖
蒲
に
し

ろ
、
そ
も
そ
も
邪
気
を
は
ら
う
こ
と
が
目

的
で
あ
っ
た
。
女
の
子
や
男
の
子
の
無
事

の
成
長
を
ね
が
う
の
も
、
そ
こ
に
由
来
す

る
。
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
あ
ま
た
の
変

遷
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
現
在
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

 

「
こ
ど
も
の
日
」
は
雛
ま
つ
り
と
ち
が
っ

て
国
民
の
祝
日
で
あ
る
。
終
戦
直
後
の
法

律
で
は
、「
こ
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
、

こ
ど
も
の
幸
福
を
は
か
る
と
と
も
に
、
母

に
感
謝
す
る
」
と
あ
る
。
こ
ど
も
に
男
女

の
区
別
は
な
い
。
だ
が
、
男
児
偏
重
と
の

議
論
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
の
も
事
実
だ
。

他
方
、
感
謝
の
対
象
が
母
だ
け
で
あ
る
の

も
気
に
か
か
る
。

と
は
い
え
、
鯉
の
ぼ
り
を
見
る
と
、
緋ひ

鯉ご
い

と
真ま

鯉ご
い

の
差
は
あ
っ
て
も
オ
ス
と
メ
ス

は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
初
期
の
童

謡
で
は
「
お
お
き
い
真
鯉
は　

お
と
う
さ

ん　

ち
い
さ
い
緋
鯉
は　

こ
ど
も
た
ち
」

と
歌
わ
れ
て
い
て
、
父
の
存
在
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

鯉
の
ぼ
り
は
縁
起
物
で
あ
る
。
江
戸
時

代
中
期
か
ら
の
風
習
で
、
黄
河
上
流
の
竜

門
を
の
ぼ
れ
ば
竜
に
な
る
と
い
う
中
国
の

故
事
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

登
竜
門
と
し
て
、
立
身
出
世
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
た
。
大
正
時
代
か
ら
歌
わ
れ
て
き

た
文
部
省
唱
歌
に
は
「
百
瀬
の
滝
を
登
り

な
ば　

た
ち
ま
ち
竜
に
な
り
ぬ
べ
き　

わ

が
身
に
似
よ
や
男お

の
こ
ご子

と　

空
に
躍
る
や
鯉

の
ぼ
り
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
る
。

勝
負
す
る

広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
」
の
水
道

橋
・
駿
河
台
の
図
に
は
、
手
前
に
真
鯉
が

大
き
く
描
か
れ
、
遠
く
に
富
士
山
の
小
さ

な
姿
が
見
え
る
。
そ
こ
に
は
鐘し

ょ
う
き馗

様
を
描

い
た
縦
長
の
幟の

ぼ
り

や
赤
い
吹
流
し
も
み
え
る

が
、
尾
を
く
ね
ら
せ
た
鯉
は
き
わ
め
て
写

実
的
で
あ
る
。

水
道
橋
や
駿
河
台
の
界か

い
わ
い隈
は
武
家
屋
敷

が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
戦い

く
さ
を
本
来
の
家
業

と
す
る
武
家
に
と
っ
て
、
男
児
の
誕
生
と

無
事
の
成
長
は
家
の
栄
枯
盛
衰
と
表
裏
一

体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
端
午
の
節
句

は
、
公
家
風
で
女
児
が
主
役
の
雛
ま
つ
り

と
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
菖
蒲
を
勝

負
や
尚
武
に
通
じ
る
と
し
て
尊た

っ
と

ん
だ
の
は
、

い
か
に
も
武
家
の
発
想
で
あ
る
。
武
者
人

形
を
か
ざ
る
の
も
、
も
と
は
菖
蒲
の
葉
を

編
ん
で
鉢
巻
と
し
、「
端
午
の
か
ぶ
と
」

と
称
し
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
説
も
あ
る
。

実
際
、
端
午
の
節
句
に
は
、
綱
引
き
、

競
馬
、
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
な
ど
、
数
々
の
勝
負
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
凧た

こ

揚あ

げ
も
さ
か
ん
で
、
勝

ち
負
け
を
き
そ
う
凧
合
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
た
。
浜
松
の
凧
揚
げ
ま
つ
り
は
そ
の

伝
統
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
長

男
が
生
ま
れ
る
と
、
初
凧
と
い
っ
て
町
内
の

若
者
が
凧
を
贈
る
風
習
が
の
こ
っ
て
い
る
。

国
民
文
化

江
戸
の
武
家
文
化
は
明
治
以
降
、
一
般

の
庶
民
層
に
ひ
ろ
が
っ
た
。
鯉
の
ぼ
り
は

士
族
だ
け
で
な
く
立
身
出
世
を
願
う
国
民

の
希
望
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
国
民
文

化
は
武
家
の
規
範
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
。

質
実
剛
健
、
質
素
倹
約
、
良
妻
賢
母
、
忠

君
愛
国
な
ど
の
精
神
を
特
徴
と
す
る
。
こ

れ
を
サ
ム
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
武
家
化
現

象
）
と
称
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
民
博

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
お
い
に
議
論
し
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
発
想
は
梅
棹
忠
夫
初

代
館
長
に
よ
る
が
、
議
論
の
な
か
か
ら

チ
ョ
ウ
ニ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

（
町
人
化
現
象
）
と
い
う
概
念

も
誕
生
し
た
。

サ
ム
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

は
、
武
士
団
が
解
体
し
、
武

士
道
が
危
機
に
瀕ひ

ん

し
た
と
き
、

逆
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
武

家
文
化
が
国
民
一
般
に
ひ
ら

か
れ
た
生
活
文
化
と
し
て
普

及
し
た
現
象
を
さ
し
て
い
る
。

他
方
、
チ
ョ
ウ
ニ
ナ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
は
遊
芸
や
道
楽
の

世
界
を
是
と
す
る
町
人
文
化

に
由
来
し
、
大
正
期
や
高
度

成
長
期
の
大
衆
文
化
に
つ
な

が
る
と
目
さ
れ
た
。

武
者
人
形
を
飾
る
端
午
の

節
句
は
男
児
の
成
長
と
出
世

を
ね
が
う
武
家
文
化
の
伝
統

を
ひ
き
、
鯉
の
ぼ
り
の
歌
は

文
部
省
唱
歌
に
も
採
用
さ
れ

て
い
た
か
ら
、
国
民
文
化
と

し
て
演
出
さ
れ
た
面
が
つ
よ

い
。
し
か
し
、
町
人
も
武
家

に
負
け
じ
と
鯉
の
ぼ
り
を
立

て
た
と
い
う
か
ら
、
江
戸
時

代
に
す
で
に
武
家
文
化
の
枠

を
超
え
て
い
た
と
も
い
え
る
。

二
〇
年
ほ
ど
前
の
調
査
に
よ
る
と
、
端

午
の
節
句
の
実
施
率
は
約
三
割
で
あ
っ
た
。

雛
ま
つ
り
の
そ
れ
が
約
五
割
で
あ
っ
た
の

に
比
べ
る
と
低
い
値
で
あ
る
。
鯉
の
ぼ
り

を
立
て
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
父
親
の
仕
事
で
、

息
子
に
対
す
る
愛
情
表
現
に
な
っ
て
い
る

と
分
析
さ
れ
て
い
た
。

最
後
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
と
つ
。

一
九
九
五
年
五
月
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
で
西
宮
市
の
避
難
所
と
な
っ
た
香こ

う

櫨ろ

園え
ん

小
学
校
に
静
岡
県
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織

が
約
五
〇
〇
匹
の
鯉
の
ぼ
り
を
贈
っ
た
。

翌
年
か
ら
、
夙し

ゅ
く
が
わ川
沿
い
の
住
民
た
ち
は

ロ
ー
プ
を
川
に
わ
た
し
、
そ
の
鯉
た
ち
を

泳
が
せ
る
よ
う
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
年

を
経
る
に
つ
れ
損
傷
が
す
す
み
半
数
が
つ

か
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
住
民
ら
が

不
要
と
な
っ
た
鯉
の
ぼ
り
の
提
供
を
地
元

に
呼
び
か
け
た
が
、
そ
れ
を
揚
げ
る
家
庭

が
少
な
く
な
っ
て
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ふ
た
た
び
静
岡
県
や

京
阪
神
の
静
岡
県
人
会
な
ど
が
支
援
に
乗

り
出
し
、
二
〇
一
〇
年
五
月
、
あ
つ
ま
っ

た
約
二
三
〇
〇
匹
の
鯉
の
一
部
が
夙
川
に

飾
り
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
北
と
関
東

が
未み

ぞ

う
曾
有
の
地
震
と
津
波
に
み
ま
わ
れ
た
。

死
者
や
行
方
不
明
者
は
二
万
七
〇
〇
〇
人

を
超
え
、
罹り

災さ
い

者
は
い
ま
だ
不
自
由
な
生

活
を
し
い
ら
れ
て
い
る
。
五
月
の
空
を
泳

ぐ
鯉
の
ぼ
り
は
子
ど
も
た
ち
に
勇
気
と
希

望
を
あ
た
え
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

風
薫
る
と
形
容
さ
れ
る
五
月
。

そ
の
風
を
う
け
て
鯉
の
ぼ
り
が
中な
か
ぞ
ら空

を
高
く
泳
ぐ
。

五
月
五
日
は「
こ
ど
も
の
日
」。

季
節
の
節
目
と
も
さ
れ
る
こ
の
日
は
、

古
来
よ
り
端
午
の
節
句
あ
る
い
は
菖し
ょ
う
ぶ蒲

の
節
句
と
よ
ば
れ
、

そ
の
風
習
は
中
国
に
端
を
発
す
る
と
い
う
。

夙川にたなびく静岡県から贈られた鯉のぼり（提供・西宮香櫨園親の会香友会）
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イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
広
が
る
朗
誦
大
会

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
七
日
、
筆
者
は
関
西
空
港
発

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
行
き
の
飛
行
機

に
飛
び
乗
っ
た
。
三
日
後
に
迫
っ
た
リ
ア
ウ
州
の

朗ろ
う
し
よ
う誦
大
会
に
駆
け
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。

 

「
朗
誦
大
会
」
と
い
う
の
は
、
全
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

が
共
通
に
い
た
だ
く
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）

の
暗
誦
の
技
を
競
う
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
式
の
大
会
の
こ

と
で
あ
る
。
朗
誦
の
専
門
的
な
訓
練
を
積
ん
だ
出
場

選
手
た
ち
が
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
原
文
の
ア
ラ
ビ
ア
語

の
ま
ま
、
い
か
に
美
し
く
、
い
か
に
正
確
に
暗
誦
で

き
る
か
を
観
客
と
審
査
員
の
目
と
耳
の
前
で
披
露
す

る
。現

在
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
各
地
で
毎
年
の
よ
う

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
行
事
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で

も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
特
に
盛
ん
で
あ
る
。
州
ご
と
の

予
選
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
を
勝
ち
抜
く
と
全
国
大
会

が
待
っ
て
い
る
。
全
国
大
会
は
二
千
数
百
人
が
一
堂

に
会
し
、
国
内
最
高
水
準
の
学
者
一
〇
〇
人
の
前
で

戦
い
を
繰
り
広
げ
、
ト
ッ
プ
の
座
を
競
う
。

さ
ら
に
、
全
国
大
会
の
優
勝
者
ら
は
国
際
大
会
へ

の
足
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
大
会

を
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
的
に
朗
誦
の
中
心

地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
や
、
メ
ロ
デ
ィ
を
つ

け
ず
に
誦よ

む
流
派
の
発
信
地
と
な
っ
て
い
る
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
東
南
ア
ジ
ア
の
諸

国
を
中
心
と
し
た
国
際
大
会
を
主
催
し
続
け
る
マ

レ
ー
シ
ア
な
ど
十
数
カ
国
で
あ
る
。

従
来
は
中
東
地
域
が
朗
誦
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
朗
誦
家
と
い
え
ば
、
中
年
・
老
年
の
男
性

で
あ
る
。
二
〇
世
紀
後
半
に
ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
が

普
及
し
、
そ
れ
と
と
も
に
フ
サ
リ
ー
師
や
イ
ス
マ
ー

イ
ー
ル
師
ら
エ
ジ
プ
ト
出
身
の
大
朗
誦
家
の
朗
誦
が

世
界
を
席せ

つ
け
ん巻
し
た
。
彼
ら
の
録
音
は
現
在
で
も
愛
さ

れ
続
け
、
彼
ら
の
後
続
も
現
在
で
も
す
べ
て
年
の

い
っ
た
男
性
た
ち
で
あ
る
。

一
方
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
プ
ロ
の
朗
誦
の
世
界
は
男

だ
け
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
年
若
い
女
性
や

少
女
た
ち
が
朗
誦
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
い
き
い

き
と
活
躍
す
る
東
南
ア
ジ
ア
特
有
の
世
界
が
広
が
っ

て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
少
年
少
女
に
と
っ
て
、
朗

誦
大
会
は
不
可
欠
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
で
あ
る
。
大
会

に
出
場
す
る
よ
う
な
選
手
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
村
で

幼
少
時
に
特
別
な
才
能
を
見
出
さ
れ
る
か
、
親
の
ど

ち
ら
か
か
ら
そ
の
職
能
を
継
ぐ
こ
と
が
多
い
。
周
囲

の
支
援
を
受
け
て
ひ
と
つ
ず
つ
頂
上
に
向
か
っ
て
階

段
を
上
が
っ
て
行
き
、
そ
の
果
て
に
全
国
大
会
で
の

入
賞
を
夢
見
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
天
井
を
突
き
破
っ

て
世
界
の
舞
台
へ
立
っ
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
こ
で
ア

ラ
ブ
の
人
び
と
と
互
角
に
戦
い
、
勝
利
す
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
ば
、
国
際
的
な
朗
誦
家
と
し
て
の
輝
か

し
い
未
来
や
国
内
の
宗
教
界
で
の
確
固
た
る
役
目
が

待
っ
て
い
る
。
女
性
朗
誦
家
は
、
国
際
的
な
場
で
は

中
東
男
性
た
ち
の
戸
惑
い
や
憤
慨
に
出
会
っ
た
り
、

性
別
に
よ
る
観
客
の
限
定
な
ど
の
驚
く
べ
き
文
化
の

違
い
に
も
遭
遇
し
な
が
ら
、
経
験
を
重
ね
て
い
く
。

待
ち
に
待
っ
た
州
大
会

さ
て
、
い
よ
い
よ
リ
ア
ウ
州
の
州
大
会
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
全
国
大
会
で
あ
る
が
、
そ
の
前

に
最
大
の
関
門
、
道
の
途
中
の
激
戦
区
で
あ
る
の
が

州
大
会
で
あ
る
。
今
回
調
査
を
お
こ
な
っ
た
リ
ア
ウ

州
の
大
会
は
全
国
三
三
州
の
な
か
で
も
最
大
の
も
の

の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
。

筆
者
は
こ
の
八
年
ほ
ど
、
朗
誦
の
訓
練
を
専
門
的

に
積
ん
で
い
る
幼
児
か
ら
二
〇
代
ま
で
の
女
性
た
ち

の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
初
め

て
全
国
大
会
の
内
部
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
二

〇
〇
六
年
の
夏
の
こ
と
で
、
そ
の
と
き
は
ス
ラ
ウ
ェ

シ
島
の
地
方
都
市
ク
ン
ダ
リ
ま
で
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の

選
手
団
と
と
も
に
駆
け
つ
け
た
。

今
回
は
州
大
会
で
あ
る
の
で
、
航
空
券
の
確
保
は

そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ワ
島
に
あ
る
ジ
ャ

カ
ル
タ
か
ら
ス
マ
ト
ラ
島
の
リ
ア
ウ
州
の
州
都
プ
カ

ン
バ
ル
へ
飛
び
、
そ
こ
か
ら
車
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て

開
催
地
ク
ア
ン
タ
ン
シ
ン
ギ
ン
ギ
へ
四
時
間
か
け
て

向
か
う
。
リ
ア
ウ
州
に
は
十
数
の
県
が
存
在
し
、
各

県
三
十
数
人
の
選
手
と
、
コ
ー
チ
、
会
計
、
県
の
公

務
員
、
運
転
手
ら
が
現
地
入
り
し
て
い
た
。
選
手
の

健
康
管
理
の
た
め
に
、
医
者
と
看
護
婦
ま
で
も
が
つ

き
添
う
。
慣
れ
な
い
気
候
の
せ
い
で
遠
く
か
ら
の
参

加
者
た
ち
は
体
調
を
崩
し
て
い
た
が
、
選
手
た
ち
は

み
な
年
若
く
、
試
合
時
の
緊
張
と
は
裏
腹
に
同
世
代

の
仲
間
と
の
共
同
生
活
を
満
喫
し
て
い
た
。

少
女
が
聖
な
る
こ
と
ば
の
器
と
な
る
と
き

あ
る
日
の
昼
下
が
り
、
ド
ア
の
隙
間
か
ら
少
女
の

奏
で
る
甲
高
い
朗
誦
の
声
が
聞
こ
え
て
来
た
。
隣
の

部
屋
を
覗の

ぞ

く
と
、
試
合
を
間
近
に
控
え
た
選
手
が

コ
ー
チ
の
手
本
に
続
い
て
、
懸
命
に
真
剣
な
面
持
ち

で
旋
律
の
流
れ
の
最
後
の
仕
上
げ
を
し
て
い
た
。
そ

の
顔
に
は
普
段
の
あ
ど
け
な
い
表
情
が
消
え
失
せ
、

荘
厳
な
気き

魄は
く

が
宿
っ
て
い
た
。

筆
者
は
い
つ
も
こ
の
変
貌
の
瞬
間
を
目
に
す
る
と
、

不
思
議
な
気
持
ち
が
す
る
。
普
段
は
お
し
ゃ
れ
が
好

き
で
、
級
友
に
か
ら
か
わ
れ
た
こ
と
を
気
に
病
ん
で
、

家
族
が
大
好
き
で
、
深
夜
の
大
食
が
楽
し
く
て
、
筆

者
と
笑
い
合
っ
て
い
る
。
そ
の
子
は
も
は
や
ど
こ
に

も
い
な
い
。
極
度
に
集
中
し
て
、
外
界
か
ら
遮
断
さ

れ
て
視
線
は
焦
点
を
失
い
、
全
身
か
ら
聖
な
る
こ
と

ば
を
ほ
と
ば
し
る
よ
う
に
ひ
ね
り
出
す
。
少
女
は
忽こ

つ

然ぜ
ん

と
姿
を
消
し
、
た
だ
、
聖
な
る
こ
と
ば
の
器
と
し

て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
瞬
間
を
目
の
当
た

り
に
す
る
こ
と
の
驚
き
は
、
何
度
経
験
し
て
も
い
ま

だ
に
鮮
烈
で
あ
る
。
州
大
会
は
年
に
一
度
、
日
本
の

季
節
で
い
え
ば
秋
か
春
に
あ
る
。
筆
者
は
今
、
少
女

た
ち
の
変
貌
の
瞬
間
の
煌き

ら

め
き
を
解
き
明
か
す
た
め

に
、
次
の
大
会
を
待
っ
て
い
る
。

小こ

杉す
ぎ 

麻ま

り

あ

李
亜

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
P
D
）

聖
典
の
朗
誦
を
競
う
少
女
た
ち

選手たちはのどによいとされる熱さましドリンクを常備している

出番を待つ選手ら。県チームごとのそろいのユニフォーム

このステージを含む中央会場は本大会のために新設された
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編集後記　
　東日本大震災をどう乗り越え将来につなげるか。コミュ
ニティの再生を進めるうえで新しい公共の考え方を取り入
れるとともに、オルタナティブ（代替）の考え方をもう一
度見つめ直すのも、将来を考える一助ではないかと思う。
　オルタナティブということばが知られるようになったの
は、１９７３年の第一次石油ショック後のこと、右肩上がり
神話を見直し、多様性を模索する動きの一環だった。巨
大技術のもろさが露呈した今こそ、別の技術やシステムの
可能性を探ること、たとえば、自然エネルギーの活用に本
腰を入れ、食料だけでなくエネルギーについても地産地
消を目指してはどうか。グローバル化がじつは代替手段の
ない相互依存性を強めたことに気づいた今、可能な限り地
域での自足を心がけるのもひとつの考え方だろう。その範
を江戸時代に求める議論が盛んだった時期がある。梅棹
さんも、鎖国をマイナスとだけ捉えず、自給自足モデルとし
て再評価すべきではと考えていた。
　多少の不便をオルタナティブな技術や考え方で補完し、
安心・安全な生活スタイルへ転換すること、それは被災さ
れ亡くなられた方々の無念を、わたしたちが前向きに生か
す道のひとつかも知れない。（久保正敏）
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「みんぱくフリーパス（3,000円）」をご利用ください。
本館展示は何度でも無料で入館できます。他にも、みんぱくを楽しむための特典がいっぱいです。

みんぱくウィークエンド・サロン

研究者と話そう5月

話者 :大塚和義（国立民族学博物館　名誉教授）
話題 :【特別展「ウメサオ タダオ展」関連】
 梅棹忠夫と大興安嶺探検、そして私
場所 :特別展示館

話者 :小山修三（国立民族学博物館　名誉教授）
話題 :【特別展「ウメサオ タダオ展」関連】
 梅棹さんに聞いたこと
場所 :特別展示館

8日
（日曜日）

1日
（日曜日）

15日
（日曜日）

22日
（日曜日）

29日
（日曜日）

次号の予告
 特集

骨―どこから来たの？どこへ行くの？（仮）

■時間　14時 30分から 15時 30分
■展示観覧料が必要です。
※都合により、予定を変更することがあります。

●表紙　土人形（太ったチャラン）H0210463　ファナ・ソサ作
 制作地：チュルカナス , ペルー　制作年：1990 年

国立民族学博物館（みんぱく）の研究者が来館された皆様の前に登場します！
「研究について」「調査している地域（国）の最新情報」「展示資料について」
などなど、話題や内容は千差万別！
どんどん質問もおよせください。展示場でお待ちしております。

※特別展開催中のウィークエンド・サロンでは１３回にわたりみんぱくの名誉教授が初代館長・
梅棹忠夫についてお話しします。
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